
の
齎
し
來
つ
た
も
の
で
な
く
、
我
が
朱
印
艦
の
カ
ガ
ヤ
ン
　
中
に
之
を
論
究
し
て
澱
い
π
の
で
あ
っ
て
、
さ
う
し
て
李

よ
り
齎
し
二
つ
た
も
の
で
あ
る
ご
考
へ
る
の
で
あ
る
。
　
　
戸
を
以
て
姻
草
の
始
植
地
ご
推
論
す
る
こ
ご
は
同
書
に
於

　
私
は
先
年
卑
湿
に
行
き
て
畑
地
の
醤
家
に
就
て
古
文
書
　
て
は
未
だ
言
及
し
な
か
つ
π
こ
ご
で
あ
る
。

鏡
訪
鶴
熱
田
一
一
黙
雛
舷
醐
蘇
　
　
獄
　
　
評

瀾
灘
難
講
離
讐
聾
蕪
灘
繭
襯
触
蝶
蝶
に
於
σ
る
装
飾
あ
る
古
墳

倉
氏
象
印
璽
煮
て
海
外
貿
易
に
從
翻
し
把
こ
ご
も
“
の
　
及
横
穴
』
（
京
都
帝
國
大
量
更
科
大
學
考
吉
學
研
究
報
告
第
一
珊
）
を
蝕
む

る
家
柄
で
あ
る
が
、
其
家
に
宛
て
、
京
の
角
倉
の
家
人
か
　
　
　
文
學
博
士
喜
田
貞
吉

ら
膏
信
物
の
禮
状
を
多
く
寄
せ
て
居
る
、
其
中
に
姻
草
を
　
　
　
　
　
閲
、
概
　
　
評

贈
ら
れ
た
る
禮
状
が
五
霞
ば
か
り
あ
っ
た
ご
記
憶
す
る
、
　
　
肥
後
及
び
筑
鵡
後
地
方
に
於
て
一
種
の
肱
装
飾
　
を
有
す
る
古

亭
号
の
姻
草
は
上
方
に
於
て
賞
美
さ
れ
元
こ
ご
が
判
る
の
　
代
墳
墓
の
現
存
す
る
事
ば
、
夙
に
下
界
に
紹
介
せ
ら
れ
、

で
あ
る
、
房
戸
に
立
て
政
府
の
專
責
制
度
墨
壷
ま
で
煙
草
、
斯
道
學
者
の
注
意
を
惹
く
所
な
う
し
が
、
近
來
熊
本
縣
に

を
栽
培
し
て
居
元
こ
ご
は
畏
友
山
鹿
丈
野
曝
が
私
に
告
げ
於
て
遣
蹟
調
査
保
存
の
暴
あ
り
て
、
更
に
少
か
ら
ざ
る
新

ら
れ
粗
暴
話
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
を
學
界
に
提
供
す
る
に
至
れ
動
。
我
が
演
出
助
敏
授
こ

以
上
迦
加
工
に
噛
す
る
考
謹
は
昨
年
九
月
大
阪
朝
日
新
、
に
見
る
所
あ
り
、
昨
年
末
よ
り
本
年
初
に
渉
り
、
梅
原
敷

聞
耳
よ
り
出
版
し
元
所
の
拙
著
徳
川
初
期
の
海
外
貿
易
家
務
囑
托
を
随
へ
て
其
の
實
地
を
調
査
し
、
其
の
中
肥
後
に

　
　
　
第
二
釜
　
　
批
　
評
　
　
「
肥
後
に
於
け
る
装
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
勧
む
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
一
四
一
　
（
六
九
三
）



第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
麗
後
に
於
け
る
襲
飾
あ
み
古
壌
及
横
穴
」
を
認
む

回
す
る
も
の
～
研
究
を
纏
め
て
學
界
に
報
告
せ
ら
れ
た
る

も
の
、
即
ち
本
書
な
り
○

　
古
墳
墓
の
研
究
の
學
界
に
報
告
せ
ら
る
、
も
の
、
從
毒

酒
の
数
甚
だ
多
し
9
早
れ
ご
も
、
斯
く
の
如
く
其
の
古
る

種
類
の
も
の
を
綱
羅
し
て
、
或
る
一
貫
し
た
る
系
統
の
下

に
、
莫
の
研
究
を
螢
表
し
た
る
も
の
は
蓋
し
本
書
を
以
て

嗜
矢
．
＼
」
す
。
孫
に
著
者
が
考
古
學
者
こ
し
て
、
其
の
．
纒
り

沈
る
研
究
を
螢
表
す
る
に
當
り
、
從
來
比
較
的
學
界
の
調

査
の
手
の
届
か
ざ
り
し
、
且
つ
其
の
一
地
方
に
局
限
せ
ら

れ
て
下
る
特
別
の
意
味
あ
る
べ
き
、
此
の
装
飾
あ
る
古
墳

横
穴
を
採
ら
れ
た
る
は
、
選
繹
當
を
得
た
り
ご
謂
ふ
べ
し
Q

之
を
肥
後
こ
の
み
限
ら
れ
た
る
は
、
此
の
、
種
の
研
究
報
告

こ
し
て
無
蓋
訳
な
き
能
は
ざ
れ
ご
も
、
而
も
莫
の
説
く
所
、

必
要
上
筑
後
及
び
備
中
。
常
陸
の
古
墳
、
並
び
に
本
邦
各
地

登
見
の
一
種
の
劔
頭
及
び
埴
輪
等
の
、
類
似
の
文
様
に
ま

で
及
び
、
殊
に
其
の
報
告
も
亦
、
漸
次
熊
本
縣
の
四
部
及

び
青
息
縣
に
及
ば
ん
こ
せ
ら
る
、
豫
乱
切
よ
し
な
れ
ば
、

齢琳

@
M
幽
唖
甑
　
　
　
一
四
二
　
　
（
山
ハ
札
四
）

今
に
於
て
深
く
問
ふ
を
要
せ
ざ
る
べ
し
。

　
著
者
の
本
書
を
嚢
表
せ
ら
る
、
や
「
其
の
目
的
の
圭
こ

す
る
研
は
事
實
の
報
告
に
あ
り
て
、
敢
て
叢
説
の
建
立
に

あ
ら
す
》
た
や
之
に
よ
り
て
學
客
意
來
の
研
究
の
資
料
を

提
供
」
購
．
吊
す
る
に
あ
り
ご
言
ふ
Q
其
の
態
度
極
め
て
よ
し
9

而
し
て
本
書
は
殆
ご
遺
械
な
く
其
の
§
的
を
達
し
得
た
る

も
の
こ
謂
ふ
を
暉
ら
ざ
る
な
り
。
本
書
章
を
分
つ
こ
ご
六
）

其
儀
六
章
後
輪
を
除
き
た
る
他
の
五
個
の
章
に
於
て
は
、

憎
く
忠
實
な
る
事
實
の
報
滋
の
み
を
事
こ
し
、
本
書
本
文

百
四
頁
中
、
實
に
其
の
七
十
九
頁
ご
、
四
十
六
葉
の
鮮
勝

な
る
再
版
ご
は
、
全
く
之
が
爲
に
費
さ
る
、
な
り
。
其
の

第
六
読
後
論
は
之
を
四
節
に
分
ち
、
第
一
・
第
二
の
両
節
に

於
て
は
、
装
飾
青
熟
の
腫
類
ご
其
の
意
義
ご
を
説
き
、
第

三
節
に
装
飾
古
墳
に
聾
す
る
年
代
の
臆
説
を
試
み
、
其
の

第
四
節
は
結
論
こ
し
て
、
此
の
装
飾
右
墳
の
他
の
古
墳
ご

異
な
る
認
め
る
は
、
年
代
上
又
は
民
族
上
の
差
異
に
藻
つ

く
に
あ
ら
す
し
て
、
軍
に
支
那
文
化
の
影
響
こ
し
て
解
す



る
の
外
な
し
ご
論
せ
ら
れ
た
り
。
其
の
装
飾
模
様
の
種
類

ご
意
義
ご
を
説
き
、
装
飾
古
墳
の
年
代
を
論
ず
る
は
、
装

飾
古
墳
存
在
の
事
實
を
報
道
す
る
本
書
に
於
て
、
必
要
な

る
事
に
属
す
ご
難
、
本
書
の
目
的
こ
す
る
上
よ
り
言
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

黒
門
な
り
ら
結
論
こ
し
て
装
飾
古
墳
の
由
來
を
言
ふ
も
の

亦
著
者
に
取
り
て
多
大
の
言
意
を
蔵
ぜ
ら
れ
把
る
所
な
る

べ
き
も
、
而
も
之
を
言
は
ん
が
爲
に
、
引
い
て
九
州
古
代
の

民
族
を
論
途
ら
る
、
に
至
り
て
は
、
本
書
に
取
り
て
は
御

覧
一
の
鈴
技
な
ら
ん
の
み
。
著
者
亦
敢
て
其
の
謂
ふ
研
の

年
代
を
以
て
決
定
的
の
も
の
こ
す
る
の
野
心
な
く
、
其
の

民
族
論
に
就
き
て
も
、
本
書
は
『
銀
器
之
が
研
究
の
資
料

を
提
供
す
る
に
在
り
て
、
之
が
解
決
を
直
ち
に
試
み
ん
こ

す
る
は
A
殊
ほ
困
難
こ
す
る
座
上
九
な
畠
を
告
白
せ
ら

る
＼
程
な
れ
ば
、
著
者
に
於
て
敢
て
重
き
を
遣
か
れ
ざ
る

は
朋
か
な
り
。
さ
れ
ば
余
輩
は
、
此
の
装
飾
模
榛
の
意
義

並
に
由
來
に
就
き
て
多
少
の
異
り
た
る
説
明
を
荒
む
る
の

蝕
地
あ
る
を
認
め
、
是
等
古
墳
墓
の
年
代
に
就
い
て
も
、

　
　
　
第
ご
谷
　
　
批
評

他
方
面
よ
り
今
少
し
く
攻
究
を
重
ぬ
る
の
必
要
を
弾
じ
、

特
に
共
の
民
族
槻
に
就
き
て
、
叉
装
飾
古
墳
墓
の
特
に
此

の
地
方
に
多
き
理
由
の
説
朋
に
就
き
て
、
根
本
的
に
異
り

た
る
意
見
を
抱
持
す
ご
は
難
、
そ
は
自
ら
別
個
の
研
究
に

し
て
、
本
書
に
取
り
て
は
畢
覚
古
葉
の
末
の
み
，
其
の
研
究

の
結
果
が
如
何
に
落
着
す
る
こ
も
、
固
よ
り
敢
て
本
書
の

債
値
に
多
く
の
輕
重
を
加
ふ
る
も
の
に
あ
ら
す
。
著
者
の

是
等
に
關
す
る
見
解
は
、
著
蔚
自
ら
明
言
せ
ら
る
、
如
く
、

も
こ
・
一
の
議
定
の
臆
説
に
過
ぎ
す
。
著
者
が
忠
實
に
提
供

せ
ら
れ
た
る
此
の
有
急
な
る
幾
多
の
資
料
に
よ
り
て
、
幸

に
學
界
の
進
歩
を
促
し
、
是
に
山
り
て
著
者
の
假
定
の
臆

説
が
成
立
を
見
る
に
至
る
こ
も
、
或
は
崩
壊
を
招
く
に
至

る
こ
も
、
そ
は
固
よ
り
著
者
の
希
望
に
副
ふ
所
以
に
し
て
、

亦
以
て
著
者
の
蒲
足
こ
せ
ら
る
、
所
な
る
べ
し
り

　
學
界
は
實
に
多
大
な
る
戚
謝
を
以
て
著
者
の
此
の
忠
實

な
る
、
且
つ
用
意
周
到
な
る
調
査
報
告
を
敷
卸
せ
る
な
り
。

筆
者
の
報
告
せ
ら
れ
た
る
是
等
古
墳
の
搾
る
者
は
、
余
輩

「
肥
後
一
1
1
於
け
ろ
装
艦
あ
ろ
古
癖
及
横
穴
」
を
認
む

第
四
號
　
　
　
一
四
三
　
（
六
九
五
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
批
評

既
に
親
し
く
之
を
踏
査
せ
り
O
籍
を
中
央
學
界
に
有
す
る

考
古
壷
井
諸
氏
の
中
に
も
、
既
に
其
の
撮
る
者
を
調
査
せ

ら
れ
直
る
も
の
少
き
に
あ
ら
す
Q
着
れ
ざ
も
、
其
の
全
部

を
通
じ
て
斯
の
如
く
之
を
一
書
中
に
纒
め
、
之
が
比
較
研

究
を
自
由
に
な
す
を
得
る
に
至
れ
る
は
、
一
に
本
書
の
賜

な
り
。
著
者
の
調
査
ご
記
述
ご
は
共
に
丁
噸
懇
切
な
り
、

挿
入
の
實
測
圖
ご
爲
眞
ご
斎
言
ご
は
、
軌
れ
も
鮮
明
に
し

て
要
領
を
得
π
り
。
粟
野
の
如
く
其
の
遺
蹟
の
幾
許
か
を

實
査
せ
る
も
の
は
勿
論
、
初
め
て
之
に
接
す
る
人
々
に
あ

り
て
も
、
本
書
に
よ
り
て
よ
く
其
の
實
地
の
生
態
を
謄
裏

に
描
出
印
象
す
る
を
得
べ
く
、
譲
者
は
も
は
や
親
し
く
之

に
臨
む
の
必
要
な
き
迄
に
も
、
本
書
は
實
に
用
意
周
到
な

る
も
の
な
り
。
余
輩
は
實
に
本
書
を
以
て
、
考
古
學
的
遺

蹟
報
告
の
白
眉
こ
し
て
、
世
に
推
奨
す
る
を
慣
ら
ざ
る
な

り
。
特
に
余
輩
に
取
り
て
は
、
目
下
古
墳
墓
の
年
代
研
究

に
熱
中
し
、
倭
人
の
民
族
的
調
査
に
没
頭
す
る
際
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
な
び
ご

此
の
倭
人
佳
居
の
地
方
、
特
に
最
後
ま
で
彼
等
が
肥
人
ご

「
麗
後
に
於
け
ろ
装
飾
あ
る
古
壌
及
横
穴
」
を
談
む

　
　
　
　
　
　
　
蕩
　
四
　
聴
脳
　
　
　
一
四
m
閏
　
　
（
山
ハ
⊥
ル
山
ハ
）

し
て
残
存
し
た
り
ご
認
め
ら
る
》
地
方
に
幽
し
て
、
多
数

の
資
料
を
忠
實
に
提
供
せ
ら
れ
た
る
事
に
於
て
、
絶
大
の

戚
謝
を
禁
ず
る
を
得
す
。
余
輩
の
研
究
に
正
し
向
後
多
少

の
進
歩
を
見
る
を
得
ば
，
是
れ
一
は
實
に
本
書
の
賜
な
り
Q

以
下
本
書
を
評
す
る
に
遣
り
、
年
代
に
就
き
て
説
を
な
し
、

民
族
に
就
き
て
論
を
立
つ
る
に
於
て
も
、
流
接
に
本
書
よ

b
啓
許
せ
ら
れ
た
る
所
管
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
本
書
は
實
に
考
古
學
的
報
告
こ
し
て
、
殆
ご
完
壁
に
近

き
も
の
な
り
○
敢
て
多
く
言
ふ
べ
き
も
の
あ
る
を
帯
す
Q

だ
“
こ
、
に
余
輩
が
本
書
を
通
讃
し
、
之
を
爲
眞
及
び
實

去
勢
に
樹
比
す
る
際
に
於
て
戚
じ
元
る
所
を
ご
殺
し
て
、

一
は
著
者
の
考
慮
を
促
し
、
一
は
世
の
考
古
學
的
報
告
を

な
さ
ん
ご
す
る
者
に
向
っ
て
、
’
参
考
の
資
に
供
し
、
以
て

著
者
の
賜
に
酬
ひ
ん
こ
す
る
の
♂
事
あ
り
○
乃
ち
附
記
し

て
概
評
を
了
ら
ん
こ
す
。
そ
は
實
地
の
寸
尺
に
關
す
る
数

字
の
記
述
方
法
是
な
り
○
余
輩
初
め
本
書
を
護
み
、
其
の

寸
尺
に
關
す
る
数
字
の
頻
出
す
る
事
に
於
て
、
頗
る
煩
は



し
き
を
戚
じ
た
り
。
更
に
之
を
實
測
圖
ご
饗
比
す
る
事
に

於
て
、
彼
此
甚
だ
多
く
齪
鶴
す
る
も
の
あ
る
を
駿
見
し
た

り
。
寸
尺
の
数
字
は
癖
地
を
説
卒
す
る
に
干
て
必
要
敏
ぐ

べ
か
ら
ざ
る
所
Q
も
こ
よ
り
之
を
除
く
能
は
す
。
閉
れ
ざ
も

本
書
の
如
く
、
甚
だ
忠
實
に
精
密
な
る
多
数
の
實
測
圓
を

俘
へ
る
寝
付
に
於
て
は
、
特
に
其
の
説
朋
に
’
心
風
な
る
も

の
、
外
は
、
成
る
べ
く
之
を
工
臨
圖
に
譲
り
て
は
如
何
∪

是
れ
蕾
に
記
述
ご
紙
数
ご
を
節
約
し
得
る
の
み
な
ら
す
、

護
者
を
し
て
容
易
に
要
領
を
謄
裏
に
印
象
せ
し
む
る
の
上

に
於
て
、
利
野
辺
か
ら
す
ご
信
ず
る
な
り
り
本
書
に
達
て
其

本
文
ε
實
測
圖
こ
の
間
に
齪
蹄
を
殺
せ
る
も
の
多
き
は
、

著
者
が
本
欄
を
記
し
終
り
元
る
後
、
更
に
裏
地
に
就
き
て

再
調
を
加
へ
、
以
て
實
吾
桑
を
調
製
せ
ら
れ
お
る
が
爲
な

る
べ
く
、
偏
奇
の
際
本
文
を
此
の
新
圖
に
よ
り
て
訂
正
す

る
の
暇
な
か
り
し
結
果
な
る
べ
し
u
さ
れ
ば
余
錐
は
、
是

を
以
て
、
む
し
ろ
其
の
學
に
忠
な
る
の
態
度
を
賞
す
べ
く
、

叉
其
の
齪
儲
中
の
多
数
は
、
既
に
再
度
の
玄
談
表
に
よ
り

　
　
　
第
二
巻
　
批
評

て
訂
正
せ
ら
れ
て
、
護
者
に
取
り
て
甚
し
き
不
足
も
な
か

る
ぺ
け
れ
ば
、
今
に
し
て
之
を
追
及
す
る
の
要
を
属
す
。

叉
實
測
王
些
少
の
寸
法
の
相
違
の
事
は
、
何
人
ご
難
も
免

る
、
能
は
ざ
る
所
に
し
て
、
た
こ
ひ
些
少
の
齪
鶴
あ
り
こ

て
も
、
是
が
研
究
の
成
果
に
於
て
は
、
爲
に
何
等
の
不
都

合
を
生
せ
ざ
る
ぺ
け
れ
ば
、
敢
て
問
ふ
に
及
ば
ざ
る
べ
き

も
、
同
一
書
中
に
於
て
、
彼
是
矛
盾
を
諭
せ
る
も
の
あ
る

が
如
き
は
、
こ
も
か
く
も
失
態
た
ら
ざ
る
を
得
す
。
而
し

て
之
を
致
せ
る
祈
以
の
も
の
は
、
亦
實
に
實
測
圖
以
外
本

編
中
に
、
煩
し
く
数
字
を
羅
列
せ
る
が
愚
な
ら
す
ん
ば
あ

ら
す
○
さ
れ
ば
將
來
の
報
告
書
は
、
差
支
な
き
限
り
象
る
べ

く
数
字
を
育
苗
圖
に
譲
り
、
叉
其
の
實
並
立
は
、
之
を
巷

末
の
底
版
中
に
痛
む
る
事
な
く
、
差
支
な
き
限
り
成
る
べ

く
下
交
中
に
挿
入
し
て
、
彼
是
樹
照
の
便
に
供
せ
ら
れ
だ

き
も
の
な
り
ご
思
考
す
。

　
更
に
こ
、
に
概
評
を
絡
る
に
際
し
、
本
報
告
登
表
の
形

式
に
就
き
．
霞
岳
著
者
濱
田
霜
に
落
し
て
敬
意
を
表
せ
ん

「
肥
後
に
於
け
る
斐
飾
あ
ろ
古
鐙
防
蝕
横
穴
」
を
繭
眼
む

餓川

J
一
尉
　
　
　
一
…
四
五
　
　
（
山
ハ
志
ル
・
七
）



　
　
、
第
二
巻
　
批
詐

こ
す
。
本
書
の
成
る
、
濱
田
・
梅
原
両
氏
の
調
査
に
基
づ
け

る
は
言
ふ
迄
も
な
し
、
其
の
本
文
中
の
薫
る
も
の
こ
、
實

測
圖
ご
が
、
梅
原
君
の
手
を
煩
は
し
た
る
・
と
は
余
輩
亦
之

を
認
む
○
著
者
梅
原
君
が
古
墳
の
立
際
に
就
き
、
造
詣
深

き
事
、
亦
既
に
臨
界
の
認
む
る
斯
な
り
Q
翻
れ
ご
も
這
般

の
調
査
ご
云
ひ
、
叉
報
告
の
編
成
ご
云
ひ
、
大
部
は
實
に

濱
田
君
の
謄
漿
ご
手
腕
ご
を
煩
は
し
元
る
も
の
に
し
て
、

梅
原
君
は
其
指
導
の
下
に
、
助
成
の
勢
を
執
ら
れ
だ
る
に

渦…

ｬ
す
○
さ
れ
ば
世
間
普
通
の
馴
合
に
は
、
本
書
は
專
ら

濱
組
君
の
著
こ
し
て
、
精
々
其
の
序
言
に
於
て
、
『
梅
原
君

を
煩
は
す
班
多
し
』
位
の
お
世
僻
に
終
る
を
例
こ
す
べ
き

な
り
。
然
る
に
濱
田
君
は
、
重
て
之
を
梅
原
君
こ
の
合
著

こ
し
て
登
表
せ
ら
れ
だ
り
。
斯
く
の
如
き
の
内
情
を
暴
露

す
る
事
の
可
否
如
何
に
つ
き
て
は
、
余
ご
雛
も
一
考
せ
ざ

る
に
あ
あ
す
Q
叉
解
く
の
如
き
の
内
情
を
暴
露
す
る
事
が
、

却
っ
て
著
者
等
の
迷
惑
こ
す
る
所
な
る
べ
き
を
顧
慮
せ
ざ

る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
一
捻
功
成
り
て
萬
卒
逸
る
＼
を
常
ご

「
肥
後
に
於
け
ろ
墾
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
譲
む

　
　
　
　
　
　
　
舳
琳
㎞
四
號
　
　
　
一
四
六
　
　
（
山
ハ
九
八
）

す
る
當
世
に
あ
り
て
、
濱
田
君
の
雅
量
ご
，
よ
く
後
進
を

応
命
せ
ら
る
、
の
態
度
ご
は
．
之
を
賞
揚
せ
ざ
る
べ
か
ら

す
。
乃
ち
敢
て
所
戚
を
附
記
す
。
請
ふ
恕
せ
よ
9

　
　
　
　
豊
、
本
書
使
用
の
術
語
に
就
き
て

　
考
古
誌
上
使
用
の
術
語
に
は
困
難
な
る
も
の
多
し
u
共

の
棺
。
榔
・
壊
の
用
語
の
如
き
，
余
輩
の
現
に
『
歴
史
地
理
』

誌
上
に
於
て
攻
究
し
つ
＼
あ
り
所
の
も
の
な
り
。
又
調
査

研
究
の
進
歩
に
俘
ひ
、
，
新
に
術
語
を
牽
強
せ
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
も
の
少
き
に
あ
ら
す
。
余
輩
は
是
等
に
接
し
て
、
少

く
も
我
が
考
古
學
者
間
麺
用
の
術
語
の
一
定
を
希
望
す
バ
。

や
久
し
。
今
本
書
を
評
す
る
に
當
り
、
柳
か
所
域
を
蓮
ぶ

る
、
亦
徒
飯
に
あ
ら
ざ
る
を
信
ず
。

　
　
．
一
、
旦
石
建
造
物
聖

　
互
石
建
造
物
な
る
術
語
の
由
來
は
、
薯
者
の
加
へ
ら
れ

た
る
自
註
よ
り
し
て
之
を
知
る
を
得
た
り
。
然
れ
ざ
も
、

我
が
古
代
墳
墓
を
以
て
、
大
体
に
於
で
共
の
系
統
に
属
す

ご
謂
ふ
を
並
べ
き
や
否
や
は
疑
な
き
能
は
す
G
余
輩
が
支



邪
上
代
の
王
者
の
陵
の
磁
器
な
り
ご
解
す
る
横
口
式
の
漿

を
以
て
、
之
に
著
せ
し
め
、
是
ご
系
統
を
一
に
す
ご
認
．
め

ら
る
、
横
穴
を
も
之
に
加
へ
ん
こ
す
る
は
可
な
り
。
惚
れ

こ
も
、
我
が
上
古
陵
墓
の
如
き
縦
穴
彊
の
墳
墓
を
ま
で
も
，

悉
く
同
系
統
中
に
畳
か
ん
こ
せ
ば
如
何
。
余
輩
の
信
ず
る

所
に
よ
れ
ば
、
石
室
を
忽
せ
す
し
て
直
ち
に
石
棺
を
理
め
、

若
く
は
軍
に
木
棺
を
埋
め
て
、
他
に
何
等
石
製
装
置
を
螢

見
せ
ざ
る
も
の
は
、
こ
れ
縦
穴
式
石
室
古
墳
の
省
略
、
若

く
は
璽
落
に
め
ら
す
し
て
、
石
室
古
墳
は
却
っ
て
此
の
式

の
古
墳
の
登
達
せ
る
も
の
な
り
ご
解
す
る
な
り
○
我
が
考

古
學
郷
中
に
は
、
古
墳
墓
は
横
口
重
石
室
を
有
す
る
を
常

な
り
こ
し
、
往
々
其
の
石
室
な
き
も
の
あ
る
を
見
て
、
却

っ
て
奇
怪
に
戚
す
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
そ
は
石

室
を
有
す
る
も
の
が
偶
々
多
く
後
世
に
保
存
せ
ら
れ
π
る

を
臼
幽
す
る
に
慣
れ
た
る
結
果
に
し
て
、
未
だ
末
紹
の
難

に
遭
は
ざ
る
地
方
の
古
墳
舞
に
は
．
石
室
な
き
も
の
多
き

に
居
る
を
常
こ
す
る
な
り
∩
叉
石
室
を
、
有
す
る
も
の
こ
雄
、

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
　
評

縦
穴
式
事
に
あ
り
て
は
逓
例
小
石
を
積
み
重
ね
て
作
れ
る

も
の
に
し
て
、
こ
は
土
擬
り
進
歩
せ
し
も
の
な
り
ご
解
す

べ
く
、
石
棺
亦
も
こ
こ
れ
な
き
を
本
吉
こ
す
べ
し
）
随
っ

て
是
等
の
古
墳
墓
を
も
包
含
し
て
、
悉
く
亘
石
建
遣
物
の

系
統
に
編
入
せ
ん
に
は
、
未
だ
精
し
か
ら
ざ
る
の
憾
な
き

に
あ
ら
す
ご
思
考
す
る
な
り
〇

　
　
二
、
石
　
室

　
從
來
考
右
重
石
開
に
普
蓮
に
『
石
器
な
る
誤
り
た
る
術

語
を
使
用
せ
し
も
の
に
甥
し
て
、
著
者
は
往
々
『
石
室
』
な

る
語
を
用
ひ
ら
る
。
石
を
以
て
築
成
せ
る
彊
に
蒼
し
て
石

室
の
語
を
用
ふ
る
・
と
、
支
那
・
朝
鮮
に
も
既
に
前
例
あ
り
。

随
っ
て
著
者
の
之
を
用
ふ
る
敢
て
不
可
な
ら
ざ
れ
こ
も
、

更
に
一
歩
を
進
め
て
段
違
の
語
を
用
ひ
て
は
如
何
Q
石
鑛

の
語
亦
前
例
あ
り
。
而
し
て
其
の
『
籏
』
に
は
古
く
『
墓
穴
』

な
り
こ
の
解
あ
れ
ご
も
、
『
室
』
の
語
に
は
墓
穴
の
意
義
あ

る
こ
ご
な
き
を
思
ふ
べ
し
〇

　
　
一
『
古
墳
及
び
横
穴

「
肥
後
に
於
け
る
襲
飾
あ
ろ
古
文
及
横
穴
」
や
、
譲
む

第
　
一
四
旧
號
　
　
　
一
四
七
　
　
（
六
九
九
）



第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
肥
後
臆
於
け
ろ
讐
、
締
め
ろ
古
墳
及
横
穴
」
を
護
む

　
是
れ
從
來
考
古
學
外
聞
普
麺
の
用
例
に
よ
れ
る
も
の
、

余
輩
亦
不
満
足
な
が
ら
時
に
此
の
語
を
使
用
す
る
な
り
。

趨
れ
こ
も
、
横
穴
亦
一
の
古
墳
な
り
。
之
を
以
て
墳
墓
に

あ
ら
す
、
古
人
居
住
の
蛙
な
り
ご
解
せ
し
時
代
に
あ
り
て

は
、
爾
者
の
名
辮
を
樹
比
す
る
亦
可
な
り
し
な
ら
ん
も
、

今
日
の
學
界
に
而
て
、
蘇
に
薯
者
新
に
臨
急
大
學
に
考
古

學
講
座
和
憺
托
し
、
斯
學
界
に
一
新
機
運
を
誘
致
せ
ん
こ

せ
ら
る
、
に
覆
り
、
依
然
此
の
誤
解
し
易
き
名
爾
を
踏
襲

す
る
は
邊
事
な
き
に
あ
ら
す
。
況
や
報
告
書
の
尊
名
に
於

て
之
を
用
ふ
る
を
や
〇

　
　
三
、
鍵
駅
障
壁
袈
八
罐
上
。
。
障
屏
袈
一
．

　
榔
は
棺
の
容
器
に
し
て
、
擾
内
に
安
置
す
べ
き
も
の
な

り
6
青
島
重
な
る
も
の
に
至
り
て
は
、
石
叉
は
瓶
を
以
て
造

り
、
豫
め
之
を
塘
丙
に
設
備
す
る
あ
り
。
之
を
石
筍
叉
は

瓶
櫛
ご
辮
す
○
從
家
我
が
考
古
學
者
間
に
於
て
、
塘
…
を
成

せ
る
石
室
を
石
面
ご
継
し
π
り
し
誤
解
は
今
更
言
ふ
ま
で

も
な
し
o
A
コ
著
者
此
の
塘
を
表
は
す
に
『
石
室
』
の
語
を
以

第
難
號
　
　
一
閃
八
　
（
七
〇
〇
）

て
し
、
其
の
石
室
内
に
設
備
せ
ら
れ
た
る
一
種
の
石
造
装

澱
を
以
て
『
榔
』
ご
繕
す
。
最
も
可
な
り
。
井
寺
・
千
金
甲
及

び
日
輪
参
事
の
古
墳
に
見
る
も
の
、
實
に
櫛
の
一
種
な
り
○

其
の
艦
内
更
に
板
石
を
以
て
之
を
数
簸
に
廣
劃
す
る
璃
合

に
於
て
、
本
書
は
其
の
斑
翻
を
な
せ
る
も
の
を
呼
び
て
障

壁
・
尊
慮
。
障
屏
等
の
語
を
以
て
す
。
こ
は
横
穴
古
墳
内
に

於
て
往
々
冤
る
所
の
、
粛
粛
屍
床
の
限
界
を
な
せ
る
部
分

に
相
當
す
る
も
の
な
れ
ば
、
是
等
を
通
じ
て
弼
こ
か
一
定

せ
る
適
當
の
患
畜
を
求
め
把
き
も
の
な
り
。
本
書
に
は
叉

往
々
右
ご
同
一
の
語
を
、
他
の
面
部
に
混
用
せ
ら
れ
把
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ラ
　
つ
　
ニ

所
あ
り
Q
圖
版
三
十
四
に
大
坊
古
墳
石
室
内
榔
障
奥
壁
の

語
あ
る
が
如
き
是
な
り
Q
こ
＼
に
隠
絵
な
る
も
の
は
、
本

文
総
長
て
、
『
石
攣
・
も
奪
べ
鼻
』
芸
へ
・
も

の
に
し
て
、
井
寺
等
．
に
於
け
る
も
の
こ
は
頗
る
趣
を
異
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
る
も
の
。
若
し
本
塁
の
方
針
に
從
へ
ば
、
當
に
榔
の
奥

壁
ご
あ
る
べ
き
も
の
な
り
○
斯
“
く
の
如
き
混
用
他
に
も
あ

り
○
蓋
し
用
語
一
定
せ
ざ
る
の
致
せ
る
所
の
み
。
若
し
夫

O



れ
不
知
火
村
の
古
墳
の
石
室
を
以
て
榔
壁
式
憩
鶏
な
う
ご

言
は
る
、
に
至
り
て
は
、
誤
解
の
虞
な
き
に
あ
ら
す
∩
榔
壁

ざ
は
必
ず
其
の
外
部
に
塘
の
存
在
を
必
要
こ
す
。
而
し
て

墨
は
性
質
に
於
て
金
然
石
蟹
な
り
。
其
の
漿
内
に
別
に
家

屋
堅
石
梛
翻
を
藏
す
る
も
の
な
り
。

　
　
四
、
熱
軒
石
婁
姻
三
石
認
鋲
顎

　
本
書
叉
、
肥
後
。
筑
後
地
方
の
石
園
内
に
多
き
、
】
種
石

厨
子
標
の
装
置
を
呼
ぶ
に
、
『
榔
』
の
語
を
以
て
す
○
是
れ

實
に
余
蛮
の
意
を
得
至
る
も
の
、
双
手
を
翠
げ
て
賛
同
の

意
を
表
す
べ
し
。
筑
後
堂
男
山
右
墳
、
肥
後
千
国
甲
笙
二

陣
古
墳
、
同
大
坊
古
墳
、
同
阿
蘇
お
聴
感
古
墳
等
に
於
て

見
る
所
の
石
厨
子
様
の
も
の
、
若
く
は
是
ご
同
一
系
統
に

属
す
ご
認
め
ら
る
、
も
の
は
、
耀
し
く
側
石
榔
の
一
種
な

り
。
而
し
て
余
輩
は
之
を
以
て
、
井
塾
図
に
於
け
る
装
澱

ご
、
普
通
に
石
棺
ご
辮
せ
ら
る
、
所
の
櫛
こ
の
中
開
に
立

つ
も
の
な
り
ご
信
ず
る
な
り
。

　
本
書
又
往
々
石
亀
。
石
棺
の
語
を
、
種
々
の
形
式
の
も
の

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
　
評

「
肥
後
に
於
け
る
蟄
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
讃
む

に
鋼
し
て
使
用
せ
り
。
著
者
が
不
知
火
得
な
る
擁
内
の
交

勉
め
る
仁
愛
式
石
櫛
を
以
て
、
薔
例
に
よ
り
て
『
石
棺
』
ご

呼
べ
る
は
、
今
日
の
霧
合
敢
て
横
議
を
挿
ま
す
。
此
の
種
の

も
の
が
亦
石
鎚
り
【
種
π
る
べ
き
こ
ご
は
余
の
確
信
す
る

所
な
れ
こ
も
、
本
邦
に
於
て
之
を
石
棺
ご
呼
び
選
れ
る
事

因
襲
頗
る
久
し
く
、
一
方
に
は
石
榔
の
語
を
以
て
獲
の
瘍

合
に
誤
用
し
來
牝
る
慣
習
の
存
す
る
あ
る
が
故
に
、
今
に

し
て
忽
ち
從
來
所
謂
石
棺
を
以
て
石
榔
ご
呼
び
改
め
ん
に

は
、
彼
是
混
清
す
る
の
虞
な
き
に
む
ら
す
。
故
に
余
輩
は

暫
く
奮
に
從
ひ
て
之
を
石
棺
ご
呼
ば
ん
こ
す
る
を
妨
げ
ざ

る
な
り
。
細
れ
こ
も
、
本
書
が
阿
見
大
β
梅
古
墳
鴎
姻
鄭
、

に
就
い
て
、
同
じ
く
板
石
を
以
て
組
み
合
せ
て
成
れ
る
長

方
形
箱
歌
の
、
二
個
の
石
製
装
遣
に
つ
き
、
其
の
大
な
る

を
『
石
片
∵
こ
帯
し
、
小
な
る
を
『
石
棺
』
ご
繕
す
る
に
至
り

て
は
、
絵
雛
賛
意
を
表
す
る
能
は
す
○
大
な
る
も
の
が
石

榔
な
ら
ば
小
な
る
も
の
亦
石
建
な
る
べ
し
Q
現
に
本
書
に

は
、
千
金
甲
第
四
號
古
墳
に
就
き
て
、
後
者
ご
相
譲
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
一
四
九
（
七
〇
一
）



第
二
谷
　
批
評
　
「
肥
後
に
於
け
ろ
装
飾
あ
ろ
古
贋
及
横
穴
」
を
潤
む

る
程
の
大
さ
を
有
す
る
類
似
の
装
概
に
墨
し
て
、
明
か
に

署
櫛
』
輩
の
語
を
便
用
せ
る
な
り
。
斯
あ
如
き
も
論
纂

用
語
の
一
定
せ
ざ
る
結
果
の
み
Q
而
し
て
余
輩
は
、
此
く

の
動
き
類
の
も
の
は
、
む
し
ろ
石
船
の
一
種
こ
し
て
解
せ

ん
ご
す
る
な
り
Q

　
　
五
、
直
弧
紋
・

　
本
書
は
井
寺
古
墳
の
榔
壁
、
不
知
火
石
棺
の
蓋
、
亘
る

劔
頭
、
埴
輪
の
破
片
等
に
施
せ
る
、
直
線
・
孤
線
配
合
の
一

種
の
丈
襟
に
附
す
る
に
、
『
直
孤
紋
』
の
名
を
以
て
す
。
而

も
軍
に
直
線
・
亭
亭
を
配
合
す
る
の
み
な
ら
ん
に
は
、
是
等

ご
は
全
く
異
り
写
る
種
々
の
形
式
の
文
檬
を
も
作
成
し
得

べ
く
、
直
孤
燈
の
名
儀
だ
以
て
其
特
徴
を
示
す
に
足
ら
ざ

．
る
な
り
。
さ
れ
ば
ご
て
は
余
輩
は
、
未
だ
之
に
代
ふ
る
の

適
當
な
る
名
総
を
考
へ
得
す
。
む
し
ろ
考
古
學
君
の
血
書

に
任
せ
て
、
其
の
最
も
よ
く
完
備
せ
る
、
且
つ
最
も
多
く

学
界
に
紹
介
せ
ら
れ
吃
る
、
井
寺
古
墳
の
名
を
取
り
、
井

公
式
丈
様
ご
名
付
け
て
は
如
何
。

十
四
號
　
　
　
一
覧
∩
）
　
（
南
○
二
）

　
以
上
た
や
讃
邉
の
際
心
づ
き
た
る
歎
欄
の
用
語
に
就
い

て
言
を
た
、
せ
る
の
み
○
他
に
も
協
定
を
要
す
べ
き
も
の
亦

こ
れ
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ざ
も
、
あ
ま
り
に
煩
は
し
け
れ
ば

今
は
す
べ
て
略
し
つ
。

　
　
　
　
罠
、
装
飾
模
襟
の
緯
類
ご
其
の
意
義
ご

　
　
　
　
　
　
に
就
い
て

　
本
書
の
装
飾
鴬
野
に
就
い
て
下
せ
る
解
説
、
大
体
に
於

て
我
が
意
を
墨
客
り
。
其
の
所
謂
直
孤
紋
を
以
て
、
組
紐

を
惹
き
走
る
形
よ
り
來
れ
り
こ
す
乃
点
に
於
て
は
、
未
だ

俄
か
に
賛
鈍
息
を
表
語
9
る
他
随
は
ざ
る
も
、
宜
ハ
の
大
洋
淵
四
に
多

し
ご
の
注
意
は
（
余
叢
に
取
り
て
良
き
材
料
を
與
へ
ら
れ

だ
る
も
の
こ
し
て
、
戚
謝
せ
ざ
る
を
得
す
。
π
・
w
に
此
の
模

様
の
み
な
ら
す
、
三
角
模
様
・
九
模
様
、
物
言
か
に
南
洋
に

多
し
。
署
者
は
之
を
以
で
、
『
古
代
未
開
人
の
装
飾
に
甥
す

る
意
匠
の
全
く
同
軌
に
出
つ
る
も
の
』
晒
財
こ
し
て
、
偶
合

な
り
ご
解
せ
ん
ご
せ
ら
る
べ
き
も
、
余
は
之
を
土
俗
及
び

文
鰍
に
徴
し
て
、
南
方
系
統
の
意
匠
な
り
ご
解
せ
ん
こ
す



鴨

る
な
り
。
ト
ラ
ッ
ク
島
の
集
會
所
に
は
、
好
ん
で
赤
色
の

三
角
模
糠
を
用
ふ
。
こ
は
女
陰
の
表
罫
に
し
て
、
青
年
は
之

を
見
て
少
か
ら
ず
春
情
を
挑
翻
せ
ら
る
、
な
り
こ
い
ふ
）

或
は
魚
形
よ
り
導
か
れ
托
る
三
角
模
榛
あ
り
ご
聞
け
り
。

而
し
て
群
議
榛
亦
少
か
ら
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ば
著
者
の
所

謂
鏡
面
襟
式
の
も
の
は
、
多
く
南
方
系
統
に
屡
す
ご
解
し

得
ら
る
＼
が
如
し
。
其
の
包
物
模
爲
の
も
の
は
、
な
ほ
磐

井
の
墳
墓
に
石
人
・
石
馬
を
樹
て
亘
る
ご
、
嗣
意
義
に
解
す

べ
き
も
の
な
ら
ん
か
○
是
等
の
う
ち
、
其
の
石
人
様
の
も

の
は
、
當
時
の
武
人
、
特
に
此
等
の
地
方
に
於
け
る
肥
人
・

久
米
部
等
の
態
を
摸
し
π
る
も
の
な
ら
ん
ご
思
考
せ
ら
る

＼
な
り
∩
特
に
千
金
甲
第
三
里
塚
石
室
内
、
並
に
石
貫
横
穴

の
或
る
看
に
逸
せ
る
刀
劔
が
、
所
謂
頭
書
創
に
類
し
、
其

の
創
が
、
も
こ
久
米
部
・
隼
人
等
の
喜
ぶ
る
所
な
る
を
思
ふ

に
、
是
等
の
地
方
に
限
り
て
特
に
是
等
の
装
飾
を
有
し
、

若
く
は
石
人
石
馬
を
樹
て
π
る
古
墳
墓
の
多
く
存
す
る
理

由
、
自
か
ら
解
す
べ
き
も
の
あ
る
が
如
し
Q
余
輩
の
頭
雄

創
な
り
ご
信
ず
る
も
の
は
、
往
々
に
し
て
九
州
蔓
の
池
本
。

邦
各
地
よ
り
験
見
せ
ら
る
＼
所
に
し
て
。
其
の
槌
献
を
な

せ
る
鹿
角
製
の
鳶
頭
に
は
、
所
謂
直
孤
紋
を
刻
せ
る
ε
、

本
書
引
用
せ
る
所
の
如
し
Q
是
れ
久
米
部
若
く
は
隼
人
の

移
住
分
布
を
示
せ
る
も
の
に
し
て
、
事
は
拙
春
蒔
．
米
部
考

喉
暁
．
に
述
べ
砦
が
如
し
。
本
名
所
謂
直
狐
紋
が
近
畿

の
古
墳
よ
り
螢
見
せ
ら
る
、
埴
輸
の
表
面
に
存
す
る
事
實
’

を
紹
介
せ
ら
る
。
盛
れ
最
も
有
盆
な
る
資
料
和
．
學
界
に
提

供
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
埴
輪
の
土
偶
が
往
々
に
し
て

天
孫
民
族
の
以
て
身
を
汚
す
の
駈
爲
こ
す
る
所
の
二
朱
を

顔
面
に
施
し
て
、
近
習
峯
人
五
器
人
の
総
裏
示
せ

る
も
の
少
か
ら
ざ
る
の
事
實
ご
相
挨
っ
て
、
恐
ら
一
は
彼

等
の
有
す
る
楯
等
に
施
さ
れ
だ
る
文
標
が
、
此
の
九
州
の

一
地
方
に
多
き
古
墳
の
装
飾
模
標
ご
、
或
る
系
統
を
有
す

る
こ
ご
を
示
せ
る
も
の
な
り
ご
謂
ふ
べ
き
な
り
。

　
　
　
　
懸
、
．
装
飾
古
墳
の
年
代
に
就
て

　
導
者
は
是
等
装
飾
品
墳
の
年
代
に
就
て
假
定
年
代
表
を

第
二
巻
　
批
評
　
「
腿
後
に
於
け
る
装
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
黒
む

第
四
號
　
　
一
五
一
　
（
七
〇
三
）



夢

第
二
巻
　
　
批
　
詐
　
　
「
肥
後
に
於
け
る
装
飾
あ
ろ
古
壌
及
横
穴
」
を
談
む

製
し
、
井
寺
・
千
金
甲
・
蹟
輪
寺
・
不
知
火
等
の
莫
れ
を
以
て

最
古
こ
し
、
、
罠
奈
久
・
七
堂
・
阿
村
及
び
玉
名
墳
は
、
前
者

の
堕
落
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
之
を
其
の

次
の
年
代
に
列
せ
ん
こ
す
Q
考
古
學
的
研
究
者
の
態
度
こ

し
て
、
大
体
に
於
て
異
議
め
る
べ
か
ら
す
○
然
れ
ざ
も
、

其
の
文
榛
の
或
る
者
が
、
態
紳
・
仁
徳
等
、
諸
陵
の
埴
輪
の

丈
標
に
似
π
る
も
の
め
る
ご
，
日
輪
寺
の
古
墳
よ
り
六
朝

頃
の
鏡
を
模
し
だ
り
ご
思
は
る
、
も
の
を
出
せ
り
こ
の
事

こ
よ
り
し
て
、
直
ち
に
之
を
西
紀
六
世
紀
の
初
よ
り
七
世

紀
の
工
廠
の
も
の
こ
假
定
せ
ん
こ
せ
ら
る
》
は
、
範
團
柳

か
引
く
、
最
高
限
聯
か
砥
き
に
失
せ
す
や
ご
患
は
る
＼
な

り
・
〇
六
世
紀
の
初
は
ほ
い
筑
紫
國
造
磐
秀
全
蟻
の
頃
，
に
し
．

て
，
七
世
紀
の
初
は
聖
徳
太
子
の
時
代
な
り
。
今
之
を
墳

墓
の
形
式
に
就
い
て
見
ん
か
〇
九
州
に
於
け
る
倭
人
王
の

横
口
式
墳
を
有
す
る
大
古
墳
墓
の
制
が
、
恐
ら
く
は
漠
魏

の
代
に
立
て
傳
点
し
．
而
し
て
西
晋
初
以
後
倭
人
ご
漢
土

ど
の
直
接
交
通
の
中
塗
せ
る
事
を
思
ふ
に
、
井
寺
式
石
榔

第
四
號
　
　
一
五
二
　
（
七
G
四
）

は
、
或
は
婁
油
壷
以
前
に
漢
土
の
風
を
移
せ
し
も
の
》
傳

架
せ
る
な
り
ご
惣
像
す
べ
く
．
随
っ
て
此
の
種
の
墳
墓
年

代
の
最
高
隈
は
、
之
を
紳
功
皇
后
熊
襲
綴
征
伐
以
前
、
邊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

く
も
藪
並
6
4
の
初
に
置
く
を
至
當
な
り
ご
考
ふ
る
な
り
Q
鑑

鏡
の
年
代
を
言
ふ
も
の
、
未
だ
絶
子
持
信
績
を
鴛
く
能
は

す
。
日
輸
寺
古
墳
よ
り
出
で
迫
る
も
の
が
、
よ
し
ゃ
六
朝

式
の
も
の
な
り
ご
認
め
ら
る
＼
こ
も
，
之
を
三
國
末
若
く

は
西
出
の
頃
に
置
き
て
、
敢
て
甚
し
き
，
差
支
な
か
る
べ
し
u

而
し
て
其
の
燐
鉛
直
孤
紋
な
る
者
が
、
志
下
・
仁
徳
二
等
り

或
る
埴
輪
の
文
襟
に
似
π
り
こ
の
こ
ご
は
、
之
を
以
て
恋

帥
・
仁
徳
朝
よ
り
も
遙
に
後
に
概
か
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
少

く
も
其
の
當
時
に
ま
で
、
其
の
最
高
局
限
を
上
し
得
べ
き

一
傍
証
を
提
供
す
る
も
の
な
り
？
」
も
解
し
得
す
や
。
姻
御
呪

髄
寧
は
古
事
説
に
よ
る
に
聴
組
四
二
七
年
嬉
し
て
，
西

皿
日
の
一
三
期
、
倭
入
交
り
池
の
臼
取
後
げ
P
幽
紀
二
六
六
加
†
（
直
り

　
次
に
薯
者
は
、
石
貫
の
横
穴
を
以
て
升
寺
の
古
墳
よ
り

は
遅
く
こ
も
古
か
る
ま
じ
く
．
嘉
し
て
井
毒
の
．
を
西
紀
六

世
紀
頃
ご
定
め
π
れ
ば
、
是
は
六
世
紀
の
申
頃
よ
り
、
七
．



世
紀
頃
迄
の
も
の
な
り
ご
量
定
せ
ん
ご
試
み
ら
れ
・
だ
り
。

其
の
最
低
年
限
を
論
ず
る
に
於
て
、
奈
良
朝
前
後
に
至
り

て
九
州
ご
畿
内
地
方
こ
の
聞
に
、
丈
磯
上
の
大
な
る
差
異

あ
る
ぺ
か
ら
す
ご
の
前
提
の
ダ
に
、
奈
良
朝
若
く
は
其
れ

に
近
き
時
代
以
前
ご
定
め
ら
れ
π
る
は
、
理
由
に
於
て
異

議
血
容
る
～
の
亡
妻
め
れ
ざ
も
、
結
果
に
於
て
は
異
論
め

る
べ
く
も
め
ら
す
Q
さ
れ
ご
其
の
瓦
曹
屋
蓋
風
の
髪
概
あ

る
よ
り
し
て
、
之
が
鼓
高
限
度
を
六
世
紀
の
中
頃
、
三
明

天
皇
の
代
倉
敷
渡
來
の
頃
を
擬
し
π
る
は
如
何
。
大
和
朝

廷
ご
支
那
こ
の
交
通
は
既
に
是
よ
り
前
に
於
て
塵
々
行
は

る
。
註
ハ
麺
路
に
灘
冨
る
九
州
地
山
力
、
亦
支
那
の
影
籔
嗣
を
旧
く

る
多
か
り
し
を
疑
は
す
。
其
の
石
貫
に
於
け
る
瓦
傘
屋
黒

風
の
蓉
が
、
横
穴
内
の
鎚
付
石
離
断
鵯
に
施
さ
れ
た

る
は
、
當
管
毛
の
地
方
に
か
＼
る
建
築
の
實
地
に
行
は
れ

て
、
後
に
墳
墓
内
に
之
を
模
し
た
り
ご
解
す
べ
き
か
、
は

π
未
だ
其
の
普
通
に
行
は
れ
ざ
る
以
前
に
於
て
、
支
那
に

於
け
る
か
＼
る
風
を
傳
聞
し
、
之
を
獲
の
星
取
に
施
し
π

　
　
　
第
二
巻
　
　
投
　
評

「
肥
後
に
於
け
る
装
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
談
む

り
ご
解
す
べ
き
か
は
、
自
か
ら
一
の
問
．
題
π
る
べ
き
も
、

余
輩
は
其
の
製
作
上
の
技
巧
よ
り
し
て
、
未
だ
親
し
く
瓦

芸
の
家
屋
に
接
せ
ざ
る
技
術
家
の
手
に
纏
り
た
り
ご
、
解

し
π
く
思
ふ
な
り
。
随
っ
て
其
の
年
代
の
最
高
限
は
、
井

寺
等
の
古
墳
の
最
高
限
の
引
上
げ
ご
相
伸
ひ
て
、
叉
其
の

丸
・
三
角
等
の
原
始
的
文
様
の
、
多
く
施
さ
れ
覚
る
事
よ
り

し
て
、
今
少
し
く
引
き
上
げ
得
べ
き
に
あ
ら
す
や
ご
思
は

る
○
大
村
及
び
京
が
峯
等
の
横
、
穴
の
最
高
限
が
、
之
に
件

ひ
て
更
に
引
き
上
が
る
べ
き
は
異
議
な
し
。

　
装
飾
あ
る
古
墳
ご
絆
ひ
て
、
石
人
。
石
馬
等
を
怠
け
る
古

墳
の
、
筑
後
。
肥
後
地
方
に
多
き
は
、
夙
に
學
界
に
熟
知
せ

ら
る
、
所
な
り
Q
而
し
て
其
の
石
人
・
石
馬
等
は
，
埴
輸

土
偶
ご
同
一
性
質
の
も
の
に
し
て
、
而
も
石
を
以
て
之
を

作
る
は
、
漢
魏
の
制
を
移
入
せ
し
も
な
る
べ
く
、
勿
論
其
時

代
の
最
高
限
は
v
横
ロ
滋
養
…
の
移
入
ご
作
ひ
．
漢
魏
時
代

倭
人
交
逼
の
時
に
在
る
べ
し
9
而
し
て
筑
後
重
定
な
る
横

断
式
大
古
墳
の
塘
壁
に
は
、
多
く
の
石
人
類
似
の
装
飾
め

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
一
五
三
　
（
七
〇
五
）

t’



戸

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
評

り
て
、
頗
る
大
村
・
京
ゲ
峯
等
の
横
穴
入
口
附
近
に
施
せ
る

も
の
に
似
だ
り
。
千
金
甲
第
一
面
掛
の
石
榔
奥
庭
文
様
の

一
部
亦
之
に
類
す
。
是
等
は
敦
れ
も
石
人
の
行
は
れ
た
る

後
に
至
り
て
、
之
を
彫
刻
に
模
し
π
る
も
の
な
る
べ
く
、

亦
以
て
年
代
考
定
の
轡
饗
考
こ
す
べ
き
も
の
な
る
べ
し
。

　
　
　
．
鼠
、
装
飾
古
墳
を
築
造
せ
し
民
族
に

　
　
　
　
　
　
就
い
て

　
著
者
は
肥
後
・
筑
後
等
に
多
一
見
る
祈
の
装
飾
古
墳
が
、

近
畿
其
の
他
の
古
墳
に
比
し
て
著
し
き
差
異
あ
る
原
因
を

獄
て
、
年
代
相
蓮
の
爲
に
も
あ
ら
す
、
民
族
相
違
の
爲
に

も
あ
ら
す
、
『
軍
に
支
那
文
化
の
影
響
こ
し
て
之
理
解
す
べ

き
の
外
、
考
古
學
の
研
究
は
何
者
を
も
告
ぐ
る
も
の
に
あ

ら
す
』
謬
。
三
測
呈
せ
ら
れ
た
り
。
薯
者
が
考
古
墨
書

し
て
此
の
結
論
に
到
達
せ
ら
れ
槌
る
は
、
洵
に
同
情
に
値

す
○
然
れ
ご
も
史
家
の
見
る
所
は
然
ら
す
。
少
く
も
余
輩

は
文
献
研
究
の
結
果
ご
相
啓
熾
し
て
、
之
を
以
て
民
族
の

差
異
に
寄
せ
ん
こ
す
る
な
り
。
薯
者
は
此
の
結
論
に
逮
す

「
肥
後
に
於
け
る
斐
灘
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
讃
む

　
　
　
　
　
　
　
　
第
凶
號
　
一
五
四
（
七
〇
六
）

る
縄
路
に
於
て
、
一
篇
の
民
族
論
を
試
み
ら
れ
、
原
史
時

代
に
於
け
る
九
州
人
民
は
、
其
の
名
辮
の
熊
襲
な
る
に
も

せ
よ
、
隼
人
な
る
に
も
せ
よ
、
或
は
倭
人
ご
諭
す
べ
き
も

の
に
も
せ
よ
、
畢
党
一
個
の
H
本
人
の
み
、
近
畿
地
方
の

心
窩
ご
何
等
人
種
上
、
或
は
種
族
上
㎜
鋸
難
陀
勘
弥
⑰
臨
醇
の

差
異
を
有
す
る
も
の
に
あ
ら
す
」
三
〇
㌃
ご
論
漸
せ
ら
れ
た

り
。
此
の
論
断
は
史
學
難
誌
記
者
に
よ
り
て
、
非
常
な
る

賞
賛
を
以
て
迎
へ
ら
れ
π
る
も
の
な
れ
こ
も
、
余
輩
は
文

献
上
よ
り
、
は
た
遺
物
逡
蹟
上
よ
り
、
根
本
的
異
見
を
有

す
る
も
の
な
り
。
余
輩
の
九
州
古
代
民
族
論
は
、
目
下
『
歴

史
地
理
』
上
に
連
載
中
の
『
倭
人
考
』
に
於
て
、
逐
次
論
蓮

す
べ
け
れ
ば
、
こ
、
に
其
の
詳
細
を
説
か
ざ
れ
ご
も
、
今

本
書
批
評
の
必
要
上
よ
り
、
便
宜
左
に
共
の
結
論
の
み
を

開
陳
す
べ
し
。

　
余
輩
は
確
信
す
、
奈
良
朝
頃
な
ほ
三
隅
地
方
に
幡
居
し

て
、
言
語
・
容
貌
。
風
硲
等
を
異
に
す
ご
認
め
ら
れ
．
法
律

上
夷
人
こ
し
て
、
は
把
外
蕃
類
似
の
も
の
こ
し
て
、
取
り



扱
は
れ
た
り
し
隼
人
な
る
も
の
は
、
少
轡
も
天
孫
民
族
よ

b
見
て
、
明
か
に
異
種
族
な
b
も
に
相
違
な
し
ご
。
隼
人

が
奈
良
朝
朝
時
に
異
民
族
ε
し
て
認
め
ら
れ
早
り
し
は
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實
な
り
。
決
し
て
著
者
の
謂
ふ
如
く
、
奈
良
朝
頃
の
史
家

が
然
か
く
考
へ
興
り
し
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
當
時
の
政

府
が
然
か
公
認
し
て
取
り
扱
ひ
し
も
の
な
り
。
そ
は
大
要

『
倭
人
姦
曲
中
の
こ
篇
な
る
『
隼
人
考
』
に
於
て
論
述
ゼ
リ
。

而
し
て
奈
良
朝
頃
に
於
て
薩
隅
の
み
に
住
す
ご
誌
め
ら
れ

し
隼
人
種
族
は
、
嘗
て
は
九
州
上
士
よ
り
、
四
國
。
中
國
・

近
畿
。
東
海
・
北
陸
等
に
迄
も
蔓
延
し
た
り
き
Q
そ
は
徳
川

時
代
に
於
て
北
海
滋
に
の
み
住
す
ご
信
せ
ら
れ
た
り
し
蝦

夷
．
が
、
嘗
て
は
奥
朋
・
關
東
よ
り
、
引
い
て
は
申
國
。
九
州

に
ま
で
住
居
せ
し
ご
嗣
一
状
態
の
下
に
あ
り
き
ご
考
ふ
る

な
り
℃
而
も
是
等
の
蝦
夷
は
漸
次
熟
化
し
て
、
有
吏
時
代

に
は
北
越
。
奥
朋
に
の
み
之
を
見
る
べ
き
の
有
襟
こ
な
り
、

季
安
朝
中
頃
以
後
に
至
り
て
は
、
其
奥
朋
の
も
の
も
多
く

熟
蝦
夷
ε
な
り
、
大
和
民
族
ご
混
血
し
、
風
俗
に
於
て
も

　
　
　
第
ご
巻
　
　
撹
評

頗
る
他
の
内
地
の
俗
ご
相
類
す
る
に
至
り
し
も
の
な
り
。

而
し
て
余
輩
は
、
漢
魏
時
代
に
育
て
支
那
ご
交
通
せ
し
倭

人
な
る
も
の
は
、
垂
下
に
於
け
る
李
安
朝
中
頃
以
後
の
蝦

夷
の
此
の
斌
態
ご
比
す
べ
き
も
の
な
り
ご
考
ふ
る
な
り
。

か
く
て
其
倭
人
は
夙
に
支
那
ご
交
通
せ
し
結
果
こ
し
て
、

往
々
支
那
の
文
物
を
移
入
し
、
墳
墓
の
制
の
如
き
も
、
早

く
之
に
倣
ひ
し
も
の
多
か
り
し
が
如
し
Q
斯
く
の
如
き
は

菅
に
余
輩
が
然
か
く
薩
曝
す
ご
謂
ふ
に
は
あ
ら
す
、
一
々

確
乎
把
る
慧
擦
の
上
に
得
た
る
結
論
な
り
○
π
い
こ
、
に

之
を
詳
論
す
る
の
暇
な
き
を
憾
む
の
み
。
而
し
て
其
の
隼
・

人
は
も
こ
海
幸
彦
に
し
て
、
各
地
に
海
部
こ
し
て
存
す
る

も
の
亦
是
に
属
し
、
中
に
は
農
民
ご
化
し
、
山
人
こ
な
り

し
も
亦
少
か
ら
ざ
り
き
○
斯
く
て
其
の
混
血
熟
化
せ
る
も

の
は
、
漸
次
大
和
民
族
中
に
没
入
し
、
其
の
未
だ
発
く
融

合
す
る
に
至
ら
ざ
る
も
の
は
　
奈
良
朝
頃
に
於
て
な
ほ
國

吏
に
、
染
木
綿
を
以
て
額
髪
績
へ
る
肝
入
．
こ
し
て
臓
別
せ

ら
る
、
な
り
。
漠
史
に
所
謂
倭
人
の
多
数
は
、
奈
良
朝
頃

「
胆
後
に
於
け
る
斐
飾
あ
る
古
欺
及
横
穴
」
を
讃
む

第
四
號
．
　
　
一
五
五
　
（
七
〇
毛
）



窮
二
懸
　
　
撹
詳
　
　
「
肥
後
に
於
け
ろ
箋
心
あ
る
古
墳
及
横
穴
扁
を
讃
む

に
至
り
て
は
既
に
多
く
大
和
民
族
中
に
没
入
し
賜
り
た
る

な
る
べ
し
Q
而
も
其
の
南
部
地
方
、
即
ち
隼
人
が
依
然
夷

人
こ
し
て
獲
博
せ
し
薩
隅
に
近
き
地
方
の
倭
人
に
あ
り
て

は
、
當
時
な
ほ
肥
人
こ
し
て
簸
別
せ
ら
る
》
興
る
も
の
を

服
せ
し
な
り
。
而
し
て
余
輩
は
、
肥
後
・
筑
後
等
に
於
て
石

人
石
馬
を
有
し
、
或
は
是
等
装
飾
を
有
す
る
古
墳
墓
の
多

き
は
、
此
の
肥
人
の
遺
せ
る
も
の
な
り
．
こ
考
ふ
る
な
り
。

斯
く
の
如
く
に
し
て
、
此
等
の
地
方
に
の
み
此
の
特
殊
の

古
墳
墓
の
多
く
存
す
る
理
由
は
解
せ
ら
る
べ
し
。
彼
等
は

支
那
ご
交
湿
し
て
其
の
交
化
を
受
け
、
夙
に
横
型
式
の
墳

墓
を
作
る
ε
共
に
、
叉
一
方
に
於
て
は
天
孫
民
族
ご
同
化

し
て
、
劇
葬
品
等
に
彼
此
類
似
の
風
俗
を
馳
せ
し
こ
ご
多

き
を
示
す
ご
雌
、
な
ほ
奈
良
朝
の
頃
に
ま
で
、
或
る
地
方

に
於
て
は
染
木
綿
に
額
髪
結
へ
る
が
如
き
固
有
の
風
俗
の

幾
分
を
存
し
、
時
に
隼
人
の
叛
．
凱
に
嘉
し
て
立
ち
し
程
に

て
、
童
ハ
の
帯
ぶ
る
刀
剣
に
は
、
後
代
ま
で
も
隼
人
司
の
隼

人
が
帯
び
π
る
頭
椎
の
太
刀
を
帯
び
、
、
護
る
時
代
ま
で
、

第
四
號
　
　
一
玉
六
　
（
七
〇
八
）

所
謂
直
弧
紋
及
び
、
九
模
様
。
三
角
模
襟
等
，
南
方
系
統
、
こ

思
は
る
、
装
飾
を
墳
塞
に
施
こ
す
を
製
せ
ざ
り
し
な
り
。

而
し
て
其
の
墳
墓
が
、
特
に
肥
後
・
筑
後
等
に
多
き
は
、
斯

く
の
如
き
墳
墓
を
造
る
の
習
俗
め
る
時
代
に
於
て
、
此
の

地
方
に
の
み
最
も
多
く
此
の
種
族
残
存
し
、
筑
前
・
肥
前
等

の
も
の
は
、
夙
に
熟
化
し
着
り
て
も
は
や
之
を
見
る
少
か

り
し
爲
な
ら
す
ん
ぱ
め
ら
す
。
然
れ
ご
も
な
ほ
中
國
其
の

他
に
も
此
の
風
を
有
す
る
麗
な
か
り
し
に
は
あ
ら
す
O
播
娼

磨
風
士
記
に
は
、
日
向
肥
人
朝
戸
君
の
播
磨
に
曝
せ
し
傳

説
め
り
、
雄
客
紀
に
は
播
磨
に
御
井
隈
人
文
眉
小
麿
の
名

見
ゆ
る
な
り
○
備
中
に
詞
系
の
墳
墓
あ
る
以
て
解
す
べ
し
。

若
し
昇
れ
諸
國
の
墳
墓
よ
り
研
講
諸
賢
絞
を
附
し
控
る
頭

維
剣
を
登
見
し
、
近
畿
に
嗣
種
の
紋
醒
め
る
埴
輪
を
登
見

す
る
が
如
き
は
、
古
史
の
記
事
の
明
か
に
示
す
が
如
く
、

當
時
肥
人
・
隼
人
等
が
久
米
部
の
兵
士
こ
し
て
、
若
く
は
貴

顯
0
2
近
習
こ
し
て
、
多
く
内
地
に
移
往
し
た
り
し
結
果
な

り
ざ
解
し
て
通
す
べ
き
な
り
O

’



　
余
藍
の
確
信
右
の
如
し
Q
然
る
に
著
者
は
文
献
深
く
徴

す
る
に
発
ち
す
＆
し
、
『
入
善
學
的
の
調
査
完
か
ら
す
、
言

語
學
上
の
研
究
完
か
ら
ざ
る
今
H
に
於
て
』
、
專
ら
考
古
學

上
よ
り
説
を
立
て
罷
り
ご
言
は
る
。
人
種
聖
上
及
び
言
語

上
上
よ
り
我
が
民
族
を
論
ぜ
ん
ご
す
る
事
に
於
て
は
、
余

自
か
ら
説
あ
り
O
文
献
亦
明
か
に
徴
す
る
に
足
る
も
の
あ

る
は
、
既
に
一
部
分
『
歴
更
地
理
』
上
に
之
を
説
き
、
將
來

櫛
引
憂
き
之
を
説
か
ん
こ
す
る
主
な
う
。
さ
れ
ば
是
等
は

今
暫
く
之
を
欄
…
き
、
…
軍
に
遺
物
遺
蹟
の
上
よ
り
、
試
み
に

著
者
に
一
問
を
呈
せ
ん
か
。
著
者
は
是
等
の
古
墳
築
造
者

を
以
て
、
『
言
忌
一
個
の
臼
本
人
の
み
、
近
畿
地
方
の
住
民

ご
何
等
差
異
な
き
も
の
な
り
』
ご
言
は
る
。
果
し
て
然
ら

ば
何
が
爲
に
是
等
雛
ハ
飾
あ
る
古
墳
が
、
特
に
肥
後
・
筑
後
地

方
に
の
み
多
く
存
し
て
、
筑
前
以
北
若
く
は
近
畿
に
、
之

を
見
る
然
か
く
甚
だ
少
き
や
ご
、
∪
著
者
は
軍
に
『
支
那
文

化
の
影
響
』
こ
し
て
之
を
解
せ
ん
こ
す
。
而
も
支
那
ご
交

通
あ
る
は
、
肥
後
・
筑
後
地
方
よ
り
も
、
む
し
ろ
筑
前
。
肥

第
二
懸
　
　
批
　
評
　
　
「
肥
後
に
於
け
ろ
装
師
あ
る
吉
墳
及
横
穴
」
を
黒
む

前
、
全
一
は
近
畿
地
方
に
多
か
る
べ
ぎ
乙
言
を
侯
π
す
・

然
る
に
も
拘
ら
す
．
是
等
の
地
方
に
、
之
を
見
る
な
く
し

て
、
比
較
的
交
通
少
か
る
べ
き
肥
後
・
筑
後
等
に
之
を
見
る

多
き
は
如
何
Q
更
に
其
の
文
様
が
、
所
謂
薩
孤
絞
ご
云
ひ
、

極
め
て
簡
軍
な
る
三
角
絞
・
九
形
紋
ご
云
ひ
、
む
し
ろ
南

方
系
統
に
近
く
し
て
、
支
那
の
文
化
に
甲
羅
少
か
る
べ
き

は
如
何
。
是
等
は
悉
く
人
種
ご
言
語
ご
丈
獄
ご
を
離
れ
て
、

軍
に
逡
物
遺
蹟
上
よ
り
の
み
論
ず
る
も
、
到
底
引
導
し
得

ざ
る
研
な
る
べ
き
に
あ
ら
す
や
。

　
之
を
人
種
學
上
の
研
究
に
就
い
て
言
は
ん
か
、
從
來
入

種
遊
者
が
古
代
の
遣
骨
ぜ
螢
面
し
痴
る
瘍
合
に
於
て
は
、

常
に
之
を
研
賢
妻
本
人
な
る
も
の
の
骨
董
に
比
し
て
説
を

な
さ
ん
ご
す
る
を
見
る
。
然
れ
ざ
も
余
鑑
は
、
此
の
『
日

本
人
の
骨
賂
』
な
る
も
の
に
就
き
て
疑
を
抱
く
。
日
本
人

ご
は
余
輩
の
所
謂
大
和
民
族
な
り
。
其
の
骨
器
の
示
す
計

数
は
、
極
端
よ
り
極
端
に
ま
で
渉
り
．
誉
れ
を
以
て
其
の

索
道
こ
す
べ
き
や
に
苦
ま
す
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
五
七
　
（
七
〇
九
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
批
評

所
謂
大
和
民
族
ご
は
、
天
孫
民
族
及
び
天
孫
民
族
に
混
血

同
化
し
贈
る
士
人
の
総
爾
に
し
て
、
風
俗
・
習
慣
・
言
語
。
傳

説
に
於
て
は
、
夙
に
皆
醐
一
な
る
も
の
こ
な
り
躍
れ
り
ご

錐
、
骨
酪
に
於
て
は
な
ほ
遠
き
瀾
先
の
そ
れ
を
遺
幽
す
る

事
多
か
る
べ
き
な
り
Q
さ
れ
ば
今
日
に
於
て
、
骨
儲
の
調

査
の
み
よ
り
之
を
駈
謂
日
本
人
の
骨
儲
に
比
較
し
て
、
民

族
を
決
せ
ん
は
頗
る
難
事
な
り
ご
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
す
。

固
よ
り
之
を
成
す
の
希
望
な
き
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
仁
や

其
の
事
の
困
難
に
し
て
、
是
の
み
を
以
て
し
て
は
、
未
だ

俄
か
に
断
機
日
本
人
な
る
大
和
民
族
ご
比
較
し
て
、
民
族

上
の
断
定
を
な
す
能
は
ざ
る
が
、
き
者
あ
る
を
言
ふ
の
み
。

更
に
之
を
言
語
聖
上
の
研
究
に
就
い
て
言
は
ん
か
。
上
る

論
者
は
倭
人
の
言
語
中
口
本
語
ご
同
じ
き
も
の
あ
る
の
故

を
以
て
、
彼
是
直
ち
に
同
一
な
り
ご
言
は
ん
ご
す
。
然
ら

ば
試
に
問
は
ん
、
漢
魏
時
代
の
倭
人
ご
同
一
事
情
の
下
に

あ
り
き
ご
思
考
慰
ら
る
、
我
が
李
安
朝
頃
の
奥
．
朋
の
一
二
蝦

夷
が
、
不
完
全
な
が
ら
日
本
語
を
使
用
せ
り
ご
て
、
彼
等

「
腿
後
に
於
げ
b
斐
飾
あ
ろ
古
墳
及
横
穴
」
を
込
む

題
画
貌
　
　
一
五
八
　
（
七
一
Q
）

亦
同
一
爲
本
人
な
り
ご
勧
定
丁
る
の
勇
氣
あ
る
か
ご
Q
論

者
或
は
暴
言
ふ
。
縫
本
語
は
近
傍
の
他
の
國
語
ご
著
し
く

相
違
せ
り
◇
是
れ
自
薮
入
が
甚
だ
遠
き
以
前
よ
り
此
の
島

國
に
渡
來
せ
る
証
な
り
、
㌔
食
れ
ざ
も
言
語
は
民
族
の
接

蝋
骨
身
す
る
よ
り
し
て
著
し
く
攣
化
す
べ
し
9
然
ら
ば
、

馬
丁
先
住
艮
こ
の
混
清
よ
り
成
り
、
久
し
く
此
の
島
國
に

孤
立
棲
息
せ
る
大
和
民
族
の
言
語
が
、
本
來
の
天
孫
民
族

の
言
語
を
共
の
ま
》
に
傳
へ
得
元
り
ご
は
、
何
人
か
之
を

証
し
凄
む
も
の
ぞ
。
軍
語
に
於
て
、
語
法
に
於
て
、
此
の

島
國
上
盤
以
前
の
天
孫
民
族
の
語
ご
、
後
の
閾
語
こ
の
閥

に
著
し
き
相
関
を
家
せ
る
も
の
あ
る
べ
き
は
、
何
人
も
否

定
し
得
ざ
る
所
な
る
べ
き
な
り
。
更
に
之
を
現
今
敏
育
あ

る
謎
本
人
の
使
用
す
る
言
語
に
就
い
て
見
よ
Q
其
の
軍
語

申
に
は
支
那
傳
來
の
も
の
多
き
に
居
る
に
あ
ら
す
や
。
之

れ
支
那
の
文
化
の
移
入
に
件
ひ
て
比
較
的
短
年
月
間
に
寒

れ
る
も
の
、
古
事
記
・
萬
葉
集
の
時
代
よ
り
、
僅
々
千
二
頁

年
に
し
て
此
の
著
し
き
平
骨
を
來
せ
る
を
見
ば
、
思
ひ
牟

“ttt



ば
に
嗣
ぐ
る
も
の
あ
ら
ん
」
更
に
之
を
僻
阪
な
る
無
敷
育
内
藤
。
新
村
両
博
士
に
よ
り
て
、
既
に
讃
．
朋
せ
ら
れ
た
る
に

者
の
階
級
聞
に
使
用
せ
ら
る
、
俗
語
に
就
い
て
見
よ
。
論
　
あ
ら
す
や
。
若
し
論
者
り
説
の
如
く
・
，
國
語
の
数
詞
が
果

者
等
が
常
に
傍
近
諸
國
の
民
族
の
俗
語
ご
比
較
し
て
説
を
し
て
ウ
ラ
川
ア
川
タ
イ
語
族
中
に
於
て
も
一
種
峙
異
の
も

爲
さ
る
＼
我
が
雅
言
こ
の
聞
に
著
し
き
相
蓮
あ
る
は
．
何
　
の
な
ら
ん
に
は
、
高
句
麗
人
は
比
較
的
天
孫
民
族
の
最
も

人
も
認
む
べ
き
所
な
ら
す
や
。
余
輩
は
根
本
に
於
て
、
論
　
近
き
親
類
な
り
ご
ひ
、
結
論
に
到
達
せ
す
や
。
而
も
後
の
三

者
等
が
他
の
俗
語
を
取
り
て
我
が
雅
言
に
の
み
此
較
し
、
　
鮮
人
は
夙
に
此
数
詞
を
捨
て
、
論
者
の
面
諭
に
し
て
な
ほ

常
に
説
を
爲
さ
ん
ご
す
る
事
に
於
て
亦
一
の
疑
を
有
す
る
且
つ
之
を
知
ら
ざ
り
し
程
に
も
、
世
に
忘
れ
ら
れ
由
り
し

な
り
・
我
が
邦
は
海
島
に
弧
立
し
、
大
陸
の
諸
民
族
は
擾
な
り
。
蓋
し
言
語
の
攻
紐
は
5
必
ず
し
も
或
る
言
語
學
者

を
蓮
ね
て
相
接
鱗
す
。
同
一
語
系
に
属
す
る
大
陸
の
諸
民
　
の
思
考
せ
ら
る
、
が
如
く
、
然
か
く
長
年
月
を
要
す
る
に

族
の
言
語
が
比
較
的
相
近
く
．
孤
立
せ
る
我
が
島
々
語
が
も
限
ら
ざ
る
も
の
な
る
べ
き
か
○
果
し
て
然
ら
ば
言
語
の

是
等
ご
は
密
行
き
距
離
を
有
し
元
り
こ
て
、
何
ぞ
怪
む
ご
．
故
を
以
て
、
邦
人
の
『
融
合
が
・
早
く
既
に
原
史
時
代
以
前
に

須
ひ
ん
や
。
更
に
論
者
は
言
ふ
、
我
が
数
詞
は
他
に
類
例
成
立
し
て
、
當
時
は
人
種
上
に
は
九
州
も
本
土
も
一
の
日

な
き
特
異
な
る
も
の
に
し
て
、
同
語
系
0
3
大
陸
諸
民
族
の
　
本
人
が
住
居
せ
し
も
の
』
気
上
○
こ
の
み
解
す
べ
き
に
あ
ら

数
詞
の
彼
是
鞘
近
き
も
の
あ
る
に
似
す
○
馴
れ
邦
人
が
未
　
ざ
る
な
り
○
若
し
怠
れ
『
九
州
地
方
の
地
名
に
於
て
、
ア

だ
数
詞
の
濁
立
を
爲
さ
や
る
程
の
瞬
き
以
前
よ
り
、
此
の
　
イ
ヌ
語
以
外
に
外
國
語
を
以
て
適
當
に
解
嚇
す
べ
き
も
の

島
國
に
幸
し
羅
な
皇
。
漁
れ
ゼ
・
も
、
高
句
麗
に
於
・
ぞ
存
す
る
を
知
峯
』
諺
。
ご
謂
ふ
が
如
き
に
至
り

て
古
く
我
数
詞
ご
同
一
の
も
の
、
行
は
れ
た
り
し
事
は
、
　
て
は
、
九
州
地
方
の
地
名
を
ア
イ
ヌ
語
を
以
て
解
し
得
る

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
斑
後
に
於
け
る
斐
飾
あ
る
古
墳
及
横
穴
」
を
鼎
…
む
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
一
五
九
　
（
七
一
一
）



　
　
　
第
二
旛
　
　
挑
評

も
の
以
外
、
悉
く
日
本
語
を
以
て
適
當
に
解
し
得
て
後
に

謂
ふ
べ
き
の
み
。
隼
人
の
言
語
今
是
を
知
る
を
得
す
。
何

ぞ
之
に
起
因
す
る
為
の
な
し
ご
謂
は
ん
や
。

　
更
に
遣
物
。
潰
…
蹟
に
就
い
て
は
、
余
輩
は
所
謂
彌
…
生
式
土

器
を
以
て
も
こ
隼
人
系
統
の
物
な
り
こ
し
、
、
之
酔
出
だ
す

石
器
時
代
逡
蹟
は
。
彼
等
の
刷
先
の
遺
せ
る
も
の
な
り
ご

解
す
る
な
り
。
然
る
に
彼
等
の
多
数
は
夙
に
天
孫
民
族
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
べ
　
　
　
　
ゆ

熟
化
し
て
、
所
謂
大
．
和
民
命
中
に
没
入
し
、
士
師
部
こ
し

て
永
く
其
の
土
器
を
製
作
せ
し
が
故
に
、
後
の
大
和
民
族

め
遺
蹟
よ
り
は
、
朝
鮮
式
の
所
謂
齋
部
土
器
ご
俘
ひ
て
、

此
の
系
統
の
土
器
を
も
出
だ
す
な
り
○
而
し
て
余
輩
の
観

察
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
言
は
る
〉
知
く
、
『
此
等
九

州
の
古
墳
に
特
殊
の
士
器
の
存
在
す
る
を
聞
か
す
、
均
し

鋭
部
土
器
な
一
』
詔
9
・
い
ふ
が
如
き
象
亀
に
あ
ら

・
す
。
近
畿
其
の
他
の
地
方
⑳
古
墳
よ
り
も
、
面
部
土
器
に

俘
ひ
て
彌
生
式
系
統
の
士
器
を
出
だ
す
事
敢
て
珍
ら
し
き

に
あ
ら
す
。
特
に
紀
伊
海
部
地
方
の
古
墳
の
如
き
は
、
殊

「
脂
後
に
於
σ
ろ
鞍
矯
め
ろ
害
墳
及
横
穴
」
を
誠
む

　
　
　
　
　
　
　
第
　
四
號
　
　
　
一
六
∩
）
　
（
七
一
二
）

に
後
者
を
多
く
混
ず
る
な
り
。
而
し
て
九
州
地
方
の
墳
墓

に
於
て
、
往
々
特
に
其
の
著
し
き
も
の
あ
る
は
、
余
輩
の

多
く
實
見
せ
し
所
な
り
。
嘗
て
皇
城
大
住
な
る
横
穴
よ
り

多
く
此
の
種
の
土
器
を
出
せ
し
事
は
、
畿
内
に
於
て
珍
ら

し
き
實
例
な
れ
こ
も
、
此
の
地
が
も
こ
大
隅
隼
人
の
移
佳

地
こ
し
て
、
室
町
時
代
に
迄
も
な
ほ
隼
人
司
こ
の
關
係
を

保
ち
し
事
を
思
は
ば
、
之
を
九
州
地
方
の
古
墳
に
比
し
て
、

・
目
ら
禰
梓
然
…
量
る
も
の
あ
る
に
似
た
ら
す
や
Q

　
　
　
　
實
、
結
　
　
論

　
評
論
多
岐
に
捗
り
、
思
ひ
め
外
に
長
文
こ
な
れ
り
。
而

も
其
の
第
三
章
以
下
に
煽
て
説
く
所
の
も
の
は
、
本
書
に

取
り
て
は
、
む
し
ろ
末
節
な
り
。
其
の
論
の
當
否
如
何
に

拘
ら
す
、
敢
て
本
書
の
優
値
の
輕
重
を
な
す
べ
き
に
あ
ら

ざ
る
な
り
○
余
輩
の
今
此
の
論
を
爾
す
か
得
る
も
の
、
亦

一
は
本
書
に
よ
り
て
得
た
る
新
知
識
の
賜
な
り
。
忠
實
な

る
著
者
の
報
告
が
、
本
來
富
者
に
新
研
究
責
料
を
興
ふ
る

に
あ
り
て
、
『
敢
て
自
ら
學
説
を
建
立
せ
ん
こ
す
る
に
あ
ら



す
』
ご
は
、
著
者
の
巻
初
に
公
言
せ
ら
る
る
所
、
余
輩
著

者
の
此
の
誠
意
に
酬
ひ
ん
が
爲
め
に
、
自
ら
端
ら
す
管
見

畷
を
披
渥
し
た
り
。
而
も
踊
れ
眞
に
著
者
の
目
的
に
副
ひ
、

相
共
に
研
究
の
歩
を
進
め
ん
こ
す
る
の
微
意
に
出
つ
る
も

の
、
著
者
必
す
之
を
甘
受
せ
ら
る
べ
き
を
信
ず
る
な
り
。

　
若
し
巡
れ
余
輩
の
九
州
古
代
住
民
に
寓
す
る
詳
細
な
る

研
究
は
、
逐
次
『
歴
史
地
理
』
に
登
載
す
べ
き
『
倭
人
考
』
に

就
い
て
見
よ
。
而
し
て
余
輩
の
此
の
研
究
が
、
薩
接
、
聞
鍍

に
、
本
書
に
よ
り
て
如
荷
に
多
く
の
盆
を
受
け
つ
、
あ
る

か
を
見
よ
。
本
書
は
實
に
考
古
學
的
研
究
報
告
こ
し
て
、

よ
く
其
の
目
的
を
達
し
だ
る
も
の
な
り
。
學
者
は
本
書
に

よ
り
て
多
大
の
利
盆
を
翻
る
べ
き
な
り
。
こ
、
に
重
ね
て

此
の
子
鼠
な
る
資
料
を
提
供
せ
ら
れ
π
る
著
者
に
欝
っ
て

敬
意
を
表
す
。

第
二
巻
　
　
紹
介
　
　
圖

書

紹

介

鍵こ㊥

交・圃
通、

避、

話、
　　　書

文
學
博
士
　
辻
　
善
之
助
著

世
を
早
う
ぜ
・
し
著
者
の
愛
兇
の
名
ミ
其
命
日
ミ
に
因
み
て
、
海
洋
蘭
係
の
史

縢
桶
、
団
三
民
狡
展
に
閥
す
る
史
請
夕
－
臨
め
、
鰹
「
稿
、
新
編
合
ぜ
で
、
什
エ
ハ
を
選
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
あ
　
へ

國
畏
強
弁
叢
書
の
第
四
編
壽
し
て
型
豪
し
た
る
も
の
巴
蛾
「
任
那
の
輿
塵
ξ

も
　
ヘ
　
ヘ
　
セ
　
ヘ
　
ヘ
　
カ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

物
部
麗
鹿
火
の
婁
及
び
、
芒
眉
企
難
ご
其
妻
並
・
ト
大
端
部
薄
麻
の
義
烈
」
以
下

「
日
旧
位
明
の
性
質
に
つ
い
て
」
に
至
る
、
菊
版
四
九
応
頁
め
り
。
共
中
、
「
八
十

歳
の
高
齢
を
以
て
求
法
の
途
中
南
洋
の
遽
族
に
薙
ぜ
ら
れ
し
高
岳
親
王
し
に

て
に
，
親
王
が
志
牛
に
し
て
二
化
琶
ら
れ
こ
羅
越
國
は
今
の
マ
ソ
ー
孕
島
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
も
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
へ

り
ご
の
桑
原
博
士
の
読
に
賛
・
し
、
「
錬
三
遍
府
の
外
征
円
円
ミ
嗣
畏
の
醗
楓
心

」
匹
て
は
、
三
冠
の
時
、
時
宗
禽
溺
齢
に
・
し
て
斯
る
大
事
を
回
す
に
足
ら
す
、

蜜
ろ
蓮
讐
政
村
に
よ
撃
て
庭
拠
ゼ
ら
れ
六
り
ミ
の
読
φ
駅
〔
、
政
村
は
交
永

＋
年
に
準
去
苞
る
事
、
當
時
一
般
に
早
熟
り
風
あ
り
こ
事
よ
り
し
て
、
時
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
や
　
ヘ
　
ヤ
　
ヘ
　
へ
　
や
　
も
　
へ
も

の
果
幽
に
出
で
し
も
の
な
り
ε
論
σ
、
「
蟹
臣
秀
吉
の
耶
蘇
敏
夢
制
」
に
て
は

其
の
原
爾
は
葡
萄
蓼
商
人
及
宣
敏
師
の
不
穗
な
る
行
動
に
あ
男
し
ミ
断
じ
、

「
聾
臣
秀
吉
の
支
那
朝
鮮
征
伐
の
源
因
」
ぱ
秀
吉
懲
合
を
復
ぜ
ん
寧
し
て
成
ら

す
b
・
乃
ち
征
田
閃
夕
・
映
ぜ
d
フ
ピ
イ
、
｝
血
儒
圓
の
観
謹
を
聯
掌
一
り
、
「
江
戸
吐
吋
代
ド
ド
於
R
り
る

餓が

ｵ幽

ﾚ助

@
　
　
一
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）


