
第
三
懸
　
叢
説
　
準
安
朝
文
化
、
・
」
庶
畏
階
級

　
　
　
　
　
　
サ
カ

綴
域
を
シ
キ
て
境
こ
な
す
も
の
、
　
（
神
威
は
即
ち
是
な
る

べ
し
。
）
遷
代
紀
の
芸
態
の
文
字
を
以
て
松
屋
は
假
借
な

り
ご
済
せ
ご
も
、
私
記
に
濁
酒
刺
立
爲
祭
紳
之
具
ご
記
せ

る
よ
り
推
し
て
義
あ
る
を
還
る
マ
、
書
斎
荘
原
宮
の

名
義
の
注
に
其
窩
趾
の
威
を
今
は
榊
原
ご
云
ふ
ご
記
せ
り

則
あ
是
に
依
て
境
榊
の
二
語
聞
の
關
係
を
贈
示
す
る
君
あ

る
が
如
き
を
想
ふ
愉
し
。
在
れ
を
約
言
せ
む
に
現
代
桐
楊

を
以
そ
サ
カ
キ
ご
駕
す
は
正
し
く
挙
安
期
以
來
に
し
て
、

古
代
（
萬
葉
旛
代
に
在
て
も
亦
搾
り
、
）
に
於
て
は
熾
が
心
木
濃
ポ
樹
が
に
香

　
　
　
　
　
李
安
朝
文
化
ミ
庶

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
二
　
（
三
九
四
）

　
　
の
有
無
を
問
は
ざ
り
し
が
故
に
、
香
木
中
に
も
普
通
に
螢

　
見
せ
ら
る
、
樒
は
…
焼
香
の
風
習
あ
る
佛
…
敏
傳
來
ご
涯
ハ
に
所

　
　
　
カ
ラ

　
尽
る
漢
心
よ
り
有
香
な
る
が
故
に
採
用
せ
ら
る
、
に
至
り

　
更
に
伊
勢
紳
宮
其
他
祭
騨
に
敵
れ
を
触
る
は
後
世
帥
佛
漉

　
清
に
伸
ひ
競
り
π
る
も
の
な
り
ご
推
想
せ
む
ご
す
。
榊
に

　
　
つ
き
爾
ほ
論
か
ん
ご
欲
す
る
点
あ
b
し
が
、
丈
冗
長
に
流

　
　
る
、
を
恐
れ
て
後
日
を
期
す
る
こ
ご
、
せ
り
。
平
編
を
絡

　
　
る
に
臨
み
守
部
の
難
語
考
（
山
彦
冊
子
）
に
「
賢
太
葉
の
香

　
の
一
項
め
る
を
知
れ
ざ
も
見
る
に
及
ぱ
b
し
を
選
憾
こ
す

民
階
級
　
（
上
）
　
　
　
　
旨

文
學
士

　
　
　
　
　
　
悶

　
門
訴
朝
の
庶
民
の
階
級
が
如
何
な
る
黙
ま
で
其
時
代
の

文
化
に
接
慨
し
、
湿
れ
を
享
受
ん
だ
か
ご
云
ふ
こ
ご
を
聯

か
論
じ
て
、
李
安
朝
に
於
て
は
常
に
観
察
の
胆
心
に
な
る

西
　
　
田
　
直
　
　
二
　
鄭

貴
族
で
は
な
く
、
除
り
に
注
意
に
上
ら
な
い
庶
民
の
方
面

か
ら
飯
代
文
化
の
性
質
ご
、
駈
曾
生
活
の
一
部
ク
窺
ひ
紀

い
ざ
思
う
て
此
の
試
み
を
な
し
π
も
の
で
め
る
。

　
問
題
の
順
序
こ
し
て
、
李
妥
朝
の
庶
民
階
級
ご
は
何
を



、

三
昧
す
る
か
、
又
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
一

言
し
て
斎
く
必
要
が
め
る
。

　
庶
民
ご
言
ふ
語
は
、
吾
人
は
此
庭
に
當
代
の
貴
族
職
會

に
平
し
て
此
れ
を
用
い
π
に
過
ぎ
な
い
。
當
代
文
化
の
耐

雪
者
ご
見
倣
さ
れ
て
居
る
貴
族
に
証
し
て
下
級
の
飛
會
を

形
作
る
こ
こ
ろ
の
一
般
民
庶
の
意
で
あ
る
。
尋
安
朝
に
於

て
は
、
民
庶
、
庶
民
、
又
は
庶
入
の
語
が
あ
り
．
或
は
天

下
百
姓
の
語
を
以
て
汎
く
一
般
民
庶
を
表
は
し
て
居
り
、

亘
れ
に
相
當
す
る
、
丈
字
に
て
は
黙
首
、
黎
民
の
語
が
詔

勅
な
ざ
の
文
中
に
多
く
見
る
こ
ご
が
出
來
る
。
叉
羅
民
ご

云
ふ
語
も
、
奈
良
朝
か
ら
熱
海
朝
に
か
け
て
屡
使
用
さ
れ

て
る
た
○
私
は
此
等
の
丈
字
の
意
義
ご
其
春
の
性
質
に
就

い
て
は
別
に
私
見
を
陳
べ
π
く
思
ふ
の
で
あ
る
が
冠
本
論

文
の
論
旨
に
於
て
は
期
し
も
其
語
の
嚴
密
な
る
字
義
ご
其

等
の
異
同
を
此
庭
に
新
盤
す
る
を
要
せ
な
い
。
只
此
時
の

意
趣
階
級
の
上
か
ら
見
て
、
上
皇
階
級
に
卜
す
る
一
般
衆

庶
こ
す
る
に
外
な
ら
ぬ
◎
固
よ
b
庶
民
の
聞
に
於
て
も
肚

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
観
　
　
三
顧
朝
父
化
ミ
縢
鳥
階
級
　
　
・

會
事
象
の
複
雑
な
る
に
つ
れ
て
其
問
の
差
等
も
亦
少
か
ら

ざ
る
も
の
あ
る
け
れ
．
定
も
、
時
代
の
制
度
の
上
に
於
て
は

載
量
ご
営
営
こ
の
間
に
は
閉
ら
か
な
蔵
分
を
な
し
得
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
庶
民
階
級
の
語
は
此
間
に
於
て
鯨
り
大

な
る
混
難
を
持
諭
す
こ
ご
な
し
に
受
入
れ
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
ら
う
○

　
李
安
朝
の
庶
民
が
從
來
多
く
歴
史
研
究
の
醗
野
か
ら
回

れ
て
み
だ
こ
ご
は
、
從
來
の
歴
史
研
究
の
態
度
か
ら
生
じ

た
自
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
一
〔
は
其
資
料
の
乏
し
き
に
よ

る
が
叉
一
は
其
研
究
の
儂
値
が
少
い
こ
せ
広
れ
て
る
π
に

因
る
の
で
あ
ら
う
。
此
時
代
の
政
治
が
一
門
流
に
よ
っ
て

論
断
せ
ら
れ
て
る
る
ご
同
じ
く
當
代
の
彩
麗
な
る
文
化
は

貴
族
階
級
の
專
有
こ
し
て
認
れ
を
決
定
し
て
其
文
化
の
成

立
ご
其
實
欺
に
は
注
意
し
把
が
其
文
化
の
流
動
し
、
移
行

す
る
機
縁
に
つ
い
て
の
糊
察
に
於
て
は
術
疎
略
で
あ
っ
た

が
π
め
に
も
又
因
る
で
あ
ら
う
ご
恩
は
れ
る
Q
故
に
私
は

悪
罵
の
所
説
ご
其
立
塩
を
幾
分
包
め
て
考
へ
て
見
る
こ
ご

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
三
　
（
三
九
五
）



第
三
巻
　
　
叢
　
訊
　
　
李
安
朝
文
化
ミ
庶
畏
階
級

が
串
來
キ
．
い
も
の
で
あ
ら
う
か
ご
思
ふ
に
つ
け
て
、
享
受

の
方
面
か
ら
考
察
せ
ん
ご
試
み
π
の
で
あ
る
。
私
が
こ
、

に
享
受
の
語
を
用
ふ
る
の
意
は
上
層
階
級
の
文
化
を
下
層

が
如
何
に
暮
れ
に
接
嫁
し
得
る
か
、
又
其
滲
透
に
よ
っ
て

之
れ
を
享
け
樂
む
こ
ご
が
串
講
元
か
ご
云
ふ
ほ
ぜ
の
こ
ご

で
あ
っ
て
、
生
硬
な
熟
字
に
よ
っ
て
意
義
の
通
じ
難
い
誰

が
ら
菟
る
》
こ
ご
を
得
る
な
ら
ば
尤
も
幸
ご
す
る
ξ
」
ろ

で
あ
る
。

　
從
っ
て
享
受
す
る
機
縁
を
考
へ
る
上
に
曾
て
は
重
代
の

就
會
生
活
を
前
提
こ
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q

　
肚
會
生
活
が
齎
ら
す
諸
種
の
機
能
を
紅
茸
の
上
に
探
る

こ
ご
は
至
大
の
困
難
事
で
あ
る
。
近
時
の
研
究
が
肚
會
的

諸
事
項
に
其
歩
を
進
め
來
り
て
、
喜
多
生
活
に
よ
っ
て
生

じ
架
る
人
生
の
諸
方
面
の
事
蜜
は
多
く
關
明
さ
れ
て
み
る

が
猫
ほ
其
庭
に
は
、
肥
握
さ
れ
な
，
い
或
る
も
の
を
蓮
す
や

う
に
思
は
れ
る
Q
丁
度
多
く
の
大
数
ご
機
知
な
家
屋
を
集

め
て
考
へ
て
も
遽
に
大
都
甫
の
生
活
を
説
耀
し
得
な
い
や

・

　
　
　
　
　
　
　
第
一
ご
號
　
　
　
　
五
四
　
　
（
ご
一
九
山
ハ
）

う
に
、
集
合
せ
る
生
活
ご
、
有
機
化
せ
ら
れ
て
み
る
組
織

ご
、
種
々
の
蒔
殊
の
心
理
的
現
象
の
表
現
を
醗
成
す
る
魁

會
の
生
活
は
史
料
か
ら
史
料
に
薄
明
の
光
に
よ
り
て
跡
づ

け
て
歩
む
歴
更
家
に
ご
り
て
は
肚
會
生
活
の
機
構
の
理
解

は
可
成
困
難
な
る
仕
事
で
あ
る
。

　
亭
安
朝
の
暴
走
に
於
て
、
其
制
度
、
風
俗
服
飾
が
論
ぜ

ら
れ
る
が
、
其
等
は
局
面
を
語
る
に
過
ぎ
な
い
、
而
し
て

又
貴
族
の
生
活
ご
庶
民
の
生
活
は
大
な
る
差
等
の
あ
る
は

事
實
で
あ
る
け
れ
ご
も
。
相
擁
聡
を
な
し
て
み
る
も
の
＼

内
に
は
研
究
者
の
驕
裏
に
槻
念
的
に
両
者
を
申
分
し
て
造

り
上
げ
其
れ
か
ら
囚
は
れ
て
、
事
理
を
却
っ
て
峻
別
し
三

期
が
あ
る
ご
．
考
へ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
或
は
之
れ
を
以

て
爾
然
ら
す
ご
す
る
も
、
貴
族
ご
庶
民
こ
の
關
係
の
槻
察

に
就
て
は
除
灘
機
械
的
に
見
て
居
る
ご
云
ふ
観
が
あ
る
ご

思
は
れ
る
。
貴
族
ご
庶
民
こ
の
文
化
生
活
を
匪
期
し
之
れ

を
説
會
的
に
固
定
せ
る
も
の
＼
如
く
に
説
く
ご
き
に
は
、

次
の
時
代
の
鎌
倉
齢
代
が
文
化
の
下
降
ご
云
ふ
も
の
を
認

9



め
な
が
ら
其
れ
ま
で
に
行
く
推
移
に
以
て
は
説
朋
が
甚
し
　
朝
の
京
都
」
の
一
篇
を
草
し
て
、
『
藝
文
』
誌
上
に
載
せ
、
京

く
窮
屈
こ
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
此
の
匪
翻
せ
ら
れ
把
　
都
が
遷
代
文
化
に
虚
し
て
如
何
な
る
職
分
を
な
し
π
か
ご

る
貴
族
が
、
貴
族
で
な
い
武
士
や
庶
民
に
文
化
を
傳
へ
る
　
言
ふ
こ
ご
を
論
じ
元
。
其
内
に
於
て
、
李
安
朝
の
京
都
は

工
合
を
説
明
す
る
に
如
何
に
す
る
か
、
或
は
仁
安
朝
末
期
’
已
に
近
世
的
都
市
の
形
貌
の
一
部
孕
備
へ
て
居
て
、
都
市

の
肚
會
的
攣
動
を
以
て
説
明
す
る
か
、
武
士
階
級
の
勃
興
　
の
集
中
が
行
は
れ
、
地
方
人
を
吸
取
し
起
こ
ご
を
認
φ
陀

を
胱
會
的
墾
動
に
撫
す
る
か
、
吾
人
は
逃
亡
に
於
て
肚
會
　
ご
共
に
叉
都
市
住
人
の
地
方
移
住
が
あ
っ
π
o
即
ち
都
市

的
縫
動
以
前
に
耽
會
生
活
を
考
へ
る
必
要
あ
り
こ
す
る
の
　
が
地
方
民
に
樹
し
て
求
心
的
及
び
蓮
心
的
の
蓮
動
が
あ
っ

は
是
れ
で
あ
っ
て
、
肚
會
生
活
に
於
け
る
心
理
的
の
麗
麗
　
π
こ
ご
を
述
べ
把
。
而
し
て
此
の
地
方
民
の
京
都
來
住
及

を
考
へ
、
祉
會
生
活
が
惹
き
起
す
必
然
の
現
象
の
上
に
着
　
ぴ
郡
市
入
民
の
地
方
移
佐
は
文
化
の
傳
播
ご
繋
争
ご
に
於

目
し
て
、
此
問
題
の
研
究
を
進
め
て
行
き
重
い
ご
思
ふ
の
　
て
重
要
な
意
義
の
あ
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
叉
此
に
回
せ

も
亦
此
れ
が
爲
め
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
こ
す
る
庶
民
ご
時
代
文
化
の
接
欄
享
受
に
於
て
、
先
づ

　
　
　
　
　
　
島
　
　
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
着
眼
す
べ
き
好
目
標
π
る
は
言
ふ
を
須
ひ
な
い
。
此
に
於

　
李
安
朝
の
庶
民
階
級
が
時
代
文
化
ε
相
接
寒
し
、
其
れ
　
て
私
は
一
歩
進
め
て
、
羅
安
朝
に
於
て
都
市
こ
し
て
見
る

を
享
受
し
・
去
れ
に
浸
染
さ
る
＼
こ
ご
を
考
へ
る
上
に
於
　
べ
き
む
の
が
唯
一
で
あ
っ
て
、
而
し
て
其
れ
が
帝
都
で
あ

て
、
注
意
す
べ
き
は
艶
話
の
帝
都
に
し
て
且
つ
唯
唱
の
都
　
つ
た
こ
い
ふ
こ
ご
は
庶
民
ご
時
代
文
化
の
接
鯛
に
於
て
如

市
ご
云
ふ
べ
き
京
都
が
如
何
に
此
の
蘭
係
に
於
て
意
義
を
　
愚
な
る
意
義
を
有
し
π
か
ご
云
ふ
こ
ご
を
一
酌
考
へ
て
見

有
し
て
み
る
か
ご
言
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
私
は
先
年
「
季
安
　
把
い
。
私
見
は
斯
く
断
じ
だ
く
思
ふ
。
思
妻
朝
文
化
は
一

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
観
　
　
挙
安
朝
丈
化
ピ
縢
民
階
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
詑
五
　
（
三
九
七
）



　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
観
　
　
李
安
朝
丈
牝
ミ
庶
黄
階
級

般
に
墾
化
に
乏
し
く
し
て
全
体
に
通
じ
て
一
様
で
あ
る
ご

云
ふ
戚
あ
ら
し
め
る
も
の
は
、
淑
髪
朝
の
都
市
が
喉
だ
一

で
あ
っ
π
π
め
、
即
ち
文
化
淵
源
地
が
唯
一
所
で
あ
っ
把

が
爲
で
あ
る
ε
云
ふ
こ
ご
に
負
ふ
こ
ご
無
し
ご
せ
な
い
。

他
の
關
係
か
ら
の
説
明
も
固
よ
り
つ
け
ら
る
べ
き
で
は
あ

る
が
、
其
一
理
由
ご
し
て
、
文
化
の
駿
す
る
源
が
唯
京
都

の
一
所
に
止
っ
て
ゐ
元
ε
云
ふ
、
こ
ご
も
考
へ
得
べ
き
で
め

ら
う
。
此
黙
鳳
、
家
の
鎌
倉
時
代
が
兎
に
角
京
都
ビ
鎌
倉
に

於
て
風
貌
を
聾
す
る
生
活
ご
、
其
生
活
か
ら
登
生
す
る
思

言
言
情
を
時
代
文
化
の
上
に
灌
い
た
の
こ
は
異
り
、
叉
徳

川
時
代
が
各
地
に
大
小
の
登
達
せ
る
都
市
の
あ
っ
て
地
方

的
文
物
の
見
る
べ
き
も
の
が
め
り
、
複
雑
多
腫
の
文
化
要

素
を
含
有
し
て
み
に
の
こ
は
趣
を
異
に
し
て
み
る
ご
見
る

べ
き
で
め
ら
う
。
而
し
て
李
安
朝
京
都
の
一
様
の
文
化
が

即
ち
庶
民
が
接
取
享
受
す
べ
き
丈
化
で
あ
っ
た
ご
云
ふ
こ

ご
は
、
、
何
を
意
昧
す
る
か
、
是
れ
獄
、
庶
民
の
享
く
る
所

亦
一
様
の
も
の
で
あ
っ
π
こ
ご
は
自
ら
朗
か
で
あ
る
ξ
共

　
　
　
　
　
　
蝿
叩
三
號
　
　
　
　
五
山
ハ
、
（
三
九
入
）

に
、
零
丁
民
が
倣
は
ん
こ
す
る
其
目
標
ご
中
心
が
確
定
し

℃
み
る
こ
ご
で
あ
ら
う
・
從
っ
て
栄
転
結
果
こ
し
て
來
る

所
は
、
庶
民
の
驚
け
牝
こ
こ
ろ
も
榮
耀
な
る
嵐
斜
脚
文
化
ご

同
性
質
の
も
の
で
あ
っ
だ
Q
他
に
求
む
る
の
溢
が
な
か
つ

沈
で
あ
ら
う
解
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
黒
く
る
こ
こ

ろ
は
大
に
鱗
費
せ
ら
れ
て
る
て
、
其
小
部
分
の
模
倣
π
る

に
止
ま
つ
把
で
あ
ら
う
が
、
蓋
し
其
性
質
は
同
様
の
も
の

で
あ
っ
把
ウ
併
し
、
庶
民
は
此
者
を
其
生
活
に
調
和
す
る

た
め
に
、
其
巻
に
稽
、
発
向
の
氣
蓮
を
持
ち
來
ら
し
め
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

而
し
て
其
熟
客
は
全
般
に
通
じ
て
實
際
的
こ
も
云
ふ
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
貴
族
の
紛
飾
的
、
形
式
的
、
奢
修
的
の
も

の
が
此
慮
に
間
際
的
の
方
向
を
二
つ
π
の
で
あ
る
。

　
又
平
民
の
間
に
特
有
な
も
の
庶
民
か
ら
螢
生
し
π
新
儀

は
、
此
時
代
に
も
あ
る
が
、
其
れ
は
大
抵
は
上
品
な
も
の

で
な
く
、
其
無
智
か
ら
凍
π
、
所
の
結
果
を
常
に
含
ん
で
み

る
も
の
で
あ
っ
た
。
此
時
代
の
丈
博
し
「
狸
雑
」
ご
云
ふ
語

な
ざ
を
用
ひ
ら
れ
て
る
る
も
の
は
多
く
は
庶
民
か
ら
産
ん



9

だ
も
の
で
あ
っ
元
。

而
し
て
是
等
の
間
に
於
て
貴
族
交
化
ご
庶
民
こ
の
調
和
の

上
に
大
な
る
役
目
を
な
し
元
も
の
は
時
代
の
宗
敷
信
仰
で

あ
る
こ
ご
を
蒋
即
す
る
こ
ご
が
出
藍
る
○
吾
人
は
徐
り
に

抽
象
的
な
議
論
に
趨
つ
陀
。
吾
人
は
此
等
の
垂
心
を
細
部

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
ぬ
ヒ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
π
め
に
一
ば
政
治
的
経
濟
的
事
情
の
上
か
ら
、
又
一

　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
文
藝
叉
は
一
般
敷
化
の
上
か
ら
、
而
し
て
最
後
に
宗
敏

へ
　
へ

信
仰
の
現
象
の
上
か
ら
考
察
し
て
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
悶
昌

　
先
づ
政
治
に
於
て
は
天
皇
の
下
に
臨
み
托
ま
ふ
は
、
民

を
し
て
安
き
を
得
し
む
る
に
あ
る
こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
政
治
本
來
の
精
紳
は
衆
庶
を
度
外
に
築
く
こ
ご
の
出

齋
も
の
で
あ
る
。
佐
・
下
民
著
廃
藩
。
羅
横
難
ご

・
は
當
代
政
治
の
思
想
を
考
ふ
べ
き
も
の
で
め
る
而
し
て
政

治
思
想
の
上
に
民
庶
が
特
に
重
く
表
は
れ
て
る
る
は
支
那

の
農
本
主
義
か
ら
來
だ
も
の
が
あ
っ
弛
、
百
姓
の
疾
苦
は

朕
の
不
徳
な
り
こ
せ
ら
れ
だ
こ
ご
は
歴
代
詔
勅
の
中
に
窺

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
説
　
　
亭
安
朝
丈
化
ご
庶
民
階
級

ふ
こ
ご
が
出
來
る
ハ
「
飢
煽
歎
繁
輿
、
疫
腐
…
相
一
喫
此
皆
朕
四
過

也
、
兆
単
磁
專
」
毒
茸
蒲
の
如
き
は
其
例
を
基
ぐ
る

に
蓬
な
い
、
而
し
て
曇
慮
が
果
し
て
衆
庶
に
宏
恩
を
及
ぼ

し
π
か
ご
云
ふ
實
棚
上
の
論
は
今
此
に
は
説
く
所
で
は
な

い
。
吾
人
は
雷
代
政
治
が
　
認
勅
叉
は
官
符
の
丈
鯛
麺
り

に
行
は
れ
た
こ
は
固
よ
り
信
じ
な
い
。
尤
も
期
く
の
如
き

．
勘
ご
は
何
の
時
代
に
於
て
も
條
文
通
9
の
設
施
が
常
に
活

用
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
か
も
知
れ
沁
が
、
要
は
程
度

の
問
題
に
過
ぎ
な
い
私
は
此
庭
に
只
其
想
想
の
あ
る
て
こ

を
述
ぶ
る
ば
か
り
で
あ
る
○
，
而
し
て
政
治
思
想
の
内
に
於

・
て
窺
は
れ
る
こ
ご
は
、
其
内
に
明
か
に
二
種
の
思
想
の
包

含
さ
れ
て
る
る
こ
ご
で
あ
る
◎
即
ち
其
一
は
、
民
を
し
て

繧
霊
的
の
充
息
を
與
へ
る
ご
云
ふ
こ
ご
》
其
二
は
人
文
風

負
の
振
興
を
測
れ
に
よ
つ
マ
、
求
め
や
う
こ
す
る
こ
ご
で
あ

る
・
当
國
家
隆
泰
の
要
は
民
を
富
ま
す
に
あ
り
。
民
を
富
ま

す
の
要
は
貨
質
に
あ
り
し
こ
す
る
こ
ご
、
「
衣
食
の
饒
あ
っ

て
入
に
廉
趾
の
心
生
す
、
形
錯
之
化
愛
に
興
る
」
繍
瀧
鋼
櫨

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
悲
　
（
三
九
九
）



喚

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
読
　
　
奉
安
朝
丈
化
ミ
騰
畏
階
級

羅
ご
は
常
に
相
双
ぷ
慮
で
あ
っ
元
。
而
し
て
此
等
に
件

っ
て
來
る
所
の
魁
會
政
策
的
の
施
設
こ
し
て
牧
富
人
物
、

置
型
貧
人
講
楚
脳
裏
臆
す
る
如
き
こ
ご
は
蕩
を

此
に
事
新
ら
し
く
説
く
を
要
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
併
し
此
等
の
こ
ご
を
畢
げ
て
私
は
、
其
文
字
を
謳
歌
し

て
、
季
安
朝
の
政
治
が
庶
民
の
編
肚
を
常
に
念
慮
に
旧
い
・

て
其
れ
の
堰
進
が
行
は
れ
て
る
だ
だ
ら
う
こ
す
る
の
で
は

な
い
。
私
は
爾
此
等
の
政
治
思
想
は
只
順
序
こ
し
て
一
顧

す
る
だ
げ
の
こ
ご
＼
し
、
之
れ
を
暫
く
措
い
て
、
爾
他
の

方
面
か
ら
考
察
し
て
見
や
う
。
其
れ
は
時
代
の
思
想
か
ら

推
察
し
て
、
此
時
代
の
治
者
階
級
を
支
配
し
π
ご
考
へ
ら

る
べ
き
も
の
を
以
て
庶
民
階
級
が
如
何
な
る
こ
こ
ろ
に
貴

族
の
階
級
ご
相
接
聾
す
る
か
離
見
だ
い
、
攣
れ
は
文
字
の

上
か
ら
政
治
思
想
の
考
察
よ
り
は
鈴
程
適
切
で
め
る
ま
い

か
ご
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
此
時
代
の
貴
族
、
其
内
に
も
爾
上
層
に
位
す
る
所
の
者

を
動
か
し
た
。
一
の
思
想
は
「
盈
満
篇
ご
言
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

第
三
號

五
八
　
（
四
〇
〇
）

盈
満
ご
云
ふ
語
は
屡
々
此
時
代
の
丈
獄
の
上
に
見
る
所
で

あ
っ
て
、
其
の
意
味
は
、
欲
求
の
野
里
を
以
て
災
厄
を
招

く
こ
す
る
、
勝
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
盈
満
を
…
繋
れ
る
貴
族

階
級
の
思
想
は
盈
満
よ
り
生
す
る
災
厄
を
避
け
る
が
爲
め

に
ご
る
方
法
は
、
遽
に
韓
じ
て
庶
民
階
級
こ
の
接
鯛
を
見

る
ご
言
ふ
こ
ご
を
説
き
た
い
の
で
あ
る
Q
此
れ
は
稽
々
説

明
を
要
す
る
事
項
に
慰
す
る
を
以
て
、
本
篇
の
論
旨
の
迂

麟
を
來
沈
す
亘
れ
は
あ
る
け
れ
ご
も
、
丑
満
の
鐸
義
を
此

間
に
挿
ん
で
、
私
の
此
の
憶
説
に
つ
い
て
の
主
意
を
辮
明

説
述
し
π
い
。

　
盈
満
…
の
語
義
は
漢
土
に
之
れ
を
求
む
べ
く
已
に
盈
蒲
之

戒
↑
ご
云
ふ
語
も
見
ね
、
「
日
盈
則
食
、
月
盈
則
腐
」
の
考

な
ご
が
敷
養
あ
る
孕
安
朝
の
貴
紳
に
於
て
は
稀
れ
に
見
る

も
の
で
は
な
か
つ
だ
に
蓮
い
な
い
○
盈
つ
る
も
の
は
藺
け

盛
者
は
衰
ふ
ご
の
思
想
は
書
風
人
士
を
支
配
し
た
、
竹
取

物
語
に
若
き
女
の
「
月
の
顔
を
見
る
は
忌
む
こ
ご
、
制
し

け
れ
ご
」
ご
あ
る
が
如
き
も
其
盈
虚
を
巡
る
に
外
な
ら
ぬ
。

・



此
の
思
想
は
當
代
政
治
の
上
に
表
は
れ
て
盈
満
の
名
の
下

に
極
官
高
位
を
僻
す
る
の
僻
ざ
し
π
の
で
あ
る
。
文
徳
實

録
、
天
安
元
年
三
月
辛
丑
四
日
、
太
政
大
臣
良
房
の
表
を
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
む
　
つ

る
の
中
に
も
、
「
停
二
此
崇
高
之
號
一
、
鎖
二
野
盈
満
之
突
一
」
こ

し
又
重
ね
て
上
里
七
日
、
の
表
を
抗
す
る
に
於
て
も
、
「
暫

安
二
鐘
漏
一
稽
鰻
飯
多
足
上
…
…
上
天
購
レ
盈
」
の
語
が
あ
り
、

同
じ
く
〇
五
月
丙
午
＋
日
の
表
に
於
て
は
、
「
釜
満
則
人
慨
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

之
、
人
満
則
天
概
レ
之
。
臣
居
二
盈
盗
一
口
激
職
競
」
の
文

を
以
て
し
、
又
三
代
賢
録
貞
観
八
年
十
二
月
十
一
田
の
表

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
つ

言
亦
「
何
使
臣
坐
罹
盈
満
之
突
」
の
語
を
見
る
は
盈
満
を
忌

避
す
る
思
想
を
窺
ふ
べ
き
で
あ
る
。
菅
原
道
眞
が
再
び
右

大
臣
を
僻
す
る
表
の
申
に
予
て
も
、
　
「
人
溜
恕
彼
盈
満
、

顛
覆
急
於
導
電
」
ご
あ
る
。
併
し
樹
之
れ
は
上
表
の
文
字

に
し
て
眞
意
ご
別
な
h
．
こ
せ
ん
も
、
省
他
に
此
思
想
の
流

行
を
考
ふ
る
料
に
乏
し
く
な
い
。
同
様
の
事
例
は
台
記
の

内
に
於
マ
、
も
見
る
こ
ご
が
出
來
・
る
O
．
台
記
久
安
六
年
六
月

二
十
四
日
の
條
に
、
舞
人
左
衛
門
尉
狛
欝
欝
が
去
る
十
四

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
観
　
　
上
安
朝
丈
化
ミ
庶
民
階
級

日
出
家
し
把
る
こ
ご
を
記
し
て
、
則
康
が
先
年
狛
行
則
等

の
傍
輩
を
超
ね
て
手
職
ビ
拝
し
た
る
を
以
て
、
「
世
以
爲
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

非
、
因
レ
之
有
二
此
鉄
一
、
天
道
悪
レ
盈
、
信
哉
此
言
」
ご
あ
る
如

き
も
蓋
し
此
思
想
に
外
な
ら
な
い
。
時
代
下
り
て
山
塊
記

が
治
承
二
年
六
月
二
十
目
李
重
盛
の
上
表
し
て
内
大
臣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僻
し
た
る
を
以
て
契
れ
「
複
レ
存
二
高
満
之
由
㎝
歎
」
こ
せ
る

高
満
の
義
も
下
品
ご
量
器
旨
趣
に
墓
く
も
の
こ
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

　
斯
く
の
如
き
は
多
く
官
位
昇
進
の
培
合
に
於
て
や
あ
る

が
、
凡
そ
欲
求
の
満
足
を
遽
ぐ
る
こ
ご
は
天
の
盈
満
を
悪

む
が
鈍
め
に
新
元
に
災
を
招
く
も
の
π
り
ご
す
る
思
想
は

弦
に
其
災
患
を
避
け
ん
が
陀
め
に
採
る
方
法
こ
し
て
は
一

は
出
家
入
道
し
て
桑
門
に
馴
す
み
に
あ
る
ご
一
は
施
興
で

あ
る
ご
思
は
れ
π
や
う
で
あ
る
。
出
家
の
こ
ご
は
今
多
く

論
ず
る
必
要
が
な
い
。
併
し
施
興
は
庶
民
階
級
こ
の
接
燭

に
於
て
＝
殿
の
同
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
藤
原
師
輔
の

「
九
條
殿
懸
誠
」
の
中
に
家
中
得
る
所
の
物
各
先
づ
＋
勢
之

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
五
九
（
四
〇
山
）



第
三
餐
　
　
叢
読
　
　
挙
安
勝
丈
化
霊
庶
坪
階
級

一
和
割
い
て
以
て
功
徳
の
用
、
専
業
の
事
に
充
つ
べ
き
を

説
疑
て
る
る
は
、
貴
族
階
級
の
敷
養
か
ら
聴
講
の
思
想
の

登
生
す
る
所
の
も
の
を
設
撫
す
る
も
の
で
あ
る
◎
借
れ
は

や
が
て
、
庶
民
階
級
こ
の
孤
露
を
考
ふ
る
機
縁
で
あ
る
。

而
し
て
此
の
如
き
修
善
功
徳
の
業
は
、
個
人
ご
一
家
の
間

に
の
み
の
事
件
で
は
な
く
、
公
私
の
分
界
の
嚴
密
に
附
か

な
い
誌
代
政
治
行
政
の
上
の
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、

此
れ
等
の
こ
ご
か
ら
し
て
此
晴
代
に
数
多
く
見
る
施
與
賑

給
も
叉
此
關
係
か
ら
も
見
る
要
が
あ
る
。

　
街
此
の
時
代
貴
族
階
級
に
働
く
思
想
上
の
事
項
は
宗
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

上
の
信
仰
か
ら
湿
る
庭
の
恒
温
の
思
想
で
あ
る
。
奈
良
朝

か
ら
引
き
働
き
佛
敷
信
仰
が
政
治
の
運
用
の
上
に
影
響
こ

し
て
亀
田
の
思
想
媒
注
意
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
掌
中

は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
我
が
編
徳
を
増
多
な
ら
し
む
る
も

の
は
悲
田
、
敬
田
に
あ
り
こ
す
る
に
て
、
一
は
貧
窮
病
老

に
施
恵
し
、
一
は
三
親
に
供
養
す
る
こ
ご
で
あ
る
。
孝
謙

天
皇
の
勅
に
塩
蒸
弩
鰹
思
量
與
衆
生
、
三
纏
留

策
三
號

山ハ

宦
@
　
（
四
〇
二
）

窮
二
於
遭
際
こ
の
文
字
を
見
る
〇
三
檀
は
即
ち
三
野
に
し

て
財
施
，
法
施
ご
無
畏
施
是
れ
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
藤

田
施
輿
は
、
三
男
の
恭
敬
ご
共
に
、
鱗
寡
腎
管
、
貧
窮
老

疾
ご
不
能
自
存
者
に
賑
給
し
施
藥
救
療
す
る
こ
ご
が
歴
代

政
道
の
嘉
模
な
る
状
を
な
し
て
李
安
朝
に
於
て
も
行
は
れ

て
居
だ
）
是
等
は
軍
監
に
形
式
的
こ
な
り
易
い
政
務
の
執

行
ご
濾
照
々
趣
ぜ
異
し
し
て
居
る
。
即
ち
滞
れ
は
其
身
の

善
業
た
る
貼
に
意
義
が
あ
る
。
頗
箪
純
に
治
者
被
治
者
の
關

係
を
の
み
以
て
律
す
べ
き
性
質
の
も
の
こ
異
る
も
の
て
見

る
こ
ご
が
寓
來
・
な
い
で
あ
ら
う
か
Q

　
天
李
詩
實
の
七
戯
＋
月
、
時
の
太
上
甑
皇
で
あ
る
聖
武

天
皇
が
綾
膳
宜
し
か
ら
ざ
る
の
時
、
孝
謙
天
皇
勅
し
て
「

救
病
之
方
、
唯
在
施
恵
し
、
「
延
命
之
要
、
莫
レ
若
レ
濟
レ
苦
」
ご

食
せ
ら
れ
て
、
孤
掲
窮
疾
を
賑
櫨
し
湯
藥
を
給
せ
ら
れ
驚

如
き
は
唯
軍
な
る
利
他
の
み
で
は
な
く
、
叉
以
て
自
利
の

方
便
こ
し
陀
思
想
の
一
斑
を
窺
ふ
こ
ご
が
出
溜
る
。

叉
、
貞
観
七
年
二
月
十
U
詔
三
代
剛
建
に
は
肥
後
國
阿
蘇
郡



の
紳
繋
池
、
故
無
く
沸
騰
す
る
や
、
鶏
籔
経
れ
兵
革
の
凶

な
り
ε
し
重
篤
、
即
ち
寺
肚
に
薫
修
奉
整
を
す
る
ご
共
に

又
孤
軍
、
不
能
自
存
者
を
優
賑
し
、
又
天
安
二
年
以
往
税

租
の
未
納
を
鰯
免
し
て
以
て
風
塵
の
未
兆
に
静
め
ん
こ
ご

を
翼
ふ
π
こ
ご
を
記
し
て
み
る
。
連
れ
は
救
櫨
仁
命
が
災

妖
を
未
然
に
防
ぐ
も
の
こ
し
て
ゐ
忙
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
き
は
賑
給
優
憶
の
鵠
つ
る
所
々
義
一
つ
で
な

い
。
是
等
か
ら
し
て
時
代
の
下
層
の
階
級
が
時
代
の
文
化

か
ら
受
く
る
所
の
も
の
を
見
る
こ
ご
が
毘
煽
る
。

　
か
や
う
に
し
て
行
基
が
孤
猫
を
濟
む
踏
め
に
畳
い
た
囁

漆
國
の
檸
猫
田
面
五
十
町
は
弘
仁
の
頃
ま
で
績
い
て
る
陀

ニ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

ー
延
喜
式
に
は
武
腹
癒
悲
田
料
を
定
め
て
み
る
－
天
長
か

ら
貞
観
の
頃
ま
で
の
問
に
は
京
都
の
八
條
二
坊
に
は
乞
人

の
爲
め
に
板
屋
を
作
っ
て
其
の
居
る
所
ご
減
し
陀
。
㈹
朝

廷
よ
り
貧
者
ご
飢
民
に
賑
給
の
こ
ご
は
此
露
に
畢
ぐ
る
に

堪
ぬ
な
㍗
宮
中
の
齋
會
軍
営
に
米
騨
飯
藻
ご
新
鑓
の
欲
與

に
就
い
て
も
亦
其
雛
型
ふ
る
に
除
り
が
あ
る
。
的
同
じ
や

第
三
巻
　
　
叢
　
親
　
　
拳
安
朝
丈
化
ミ
庶
民
階
紋

う
に
、
和
氣
清
麻
呂
の
第
二
子
仲
世
は
、
天
長
四
年
近
江

介
こ
な
り
、
其
得
る
所
の
俸
緑
を
貧
民
に
施
給
し
起
儒
件

善
男
の
鷹
天
門
を
焼
く
の
攣
に
坐
し
て
土
佐
流
さ
れ
た
紀

夏
井
は
配
所
に
於
て
藥
を
ご
り
て
煉
っ
て
民
に
施
し
元
化

か
く
て
地
方
に
於
て
も
斯
か
る
風
の
事
實
は
多
く
見
る
こ

ε
が
毘
來
る
、
官
も
地
方
民
が
此
風
に
倣
っ
て
窮
病
を
救

ふ
も
の
に
賞
し
て
み
る
延
暦
廿
四
年
七
月
廿
日
に
は
常
陸

國
人
生
部
面
贋
成
が
私
物
を
出
し
て
屡
々
貧
民
を
救
ふ
た

、
め
に
從
八
位
を
授
け
ら
れ
日
本
稜
紀
、
嘉
鮮
三
年
七
月
に

は
伊
豫
國
力
田
物
部
蓮
瓢
追
羽
口
等
が
同
様
私
物
を
以
て
窮
民

を
賑
贈
し
て
叙
位
せ
ら
れ
て
る
る
○
か
、
る
例
謹
の
多
少

を
以
て
最
も
下
層
…
の
階
級
が
無
骨
に
預
つ
陀
か
ら
こ
て
直

ち
に
庶
民
階
級
が
貴
族
の
荷
毒
す
る
文
化
に
接
鯛
し
だ
も

の
だ
こ
は
言
へ
得
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
或
は
此
く
の
如
き

こ
ご
は
も
こ
貴
族
階
級
の
憐
欄
の
情
か
ら
摩
る
も
の
で
あ

っ
て
、
庶
民
階
級
が
暴
く
る
文
化
で
な
い
ご
云
ふ
か
も
知

れ
濾
、
併
し
．
此
に
言
ふ
所
の
も
の
は
上
流
階
級
が
如
何

第
三
號
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第
三
餐
叢
観
　
挙
安
朝
交
化
電
庶
民
階
級

に
し
て
其
下
層
の
も
の
を
考
慮
の
内
に
入
れ
る
か
ご
云
ふ

機
縁
を
説
朋
し
泥
い
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
如
何
榛
に

時
代
の
文
化
生
活
が
庶
民
の
上
に
向
っ
て
逸
る
か
ご
云
ふ

こ
ビ
に
な
る
◎
而
し
て
内
代
の
政
治
の
蓮
用
が
、
只
．
壁
隣

体
の
文
字
か
ら
判
擁
し
て
之
れ
を
正
し
く
信
ず
る
こ
ご
の

不
可
な
る
ご
共
に
又
凡
て
を
否
定
し
行
か
う
こ
す
る
態
度

に
樹
し
て
も
爾
幾
分
の
考
慮
を
要
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
吾
人
は
爾
回
れ
に
つ
い
て
後
に
述
ぶ
る
こ
こ
ろ
が
あ

る
が
、
主
旨
を
簡
約
す
る
嬬
め
に
次
の
事
情
に
進
め
て
行

き
た
い
。

　
ラ

　
一
魏
文
明
戒
盈
賦
，
酒
酬
滝
野
厳
然
穰
盈
満
之
戒
の
如
き
が
あ
む
。

　
∬

　
二
臼
本
後
脳
廿
二
、
弘
仁
三
年
八
月
癸
丑
賢
入
H
勅
、
七
二
蟻
津
國
一
憧
濁

　
く

　
　
国
一
百
五
十
町
、
宜
令
闘
司
耕
種
。
所
護
苗
子
。
毎
年
申
官
、
待
被
慮

　
　
骨
，
然
後
用
之
、
惇
濁
国
巻
、
故
大
偲
皿
行
基
渋
霊
鑑
斡
孤
廟
所
置
也

　
う

　
二
延
喜
式
走
殺
武
臣
國
悲
閏
料
四
千
五
百
束

　
×

　
三
三
代
燃
勲
錐
、
貞
伽
蹴
七
年
畜
ハ
字
解
閃
困
R
【
　
．

　
く

　
　
左
京
職
言
、
天
藁
年
中
　
於
八
條
二
尊
、
凝
立
七
間
板
醸
二
三
以
爲
同

第
三
號

轟ハ

j
　
　
（
M
四
〇
四
）

　
人
柱
居

　
　

　
四
三
代
實
錐
，
貞
翻
二
年
五
月
十
一
日

　
（

　
三
代
實
錐
、
貞
概
二
年
十
月
　
等

　
　

　
五
三
代
實
錐
．
仁
寵
二
年
ご
月
丙
辰
十
九
日
散
位
從
四
位
上
和
田
朝
臣
仲
世

　
（

　
卒
の
條
、
（
天
長
）
四
年
爲
近
証
而
、
所
琳
俸
錐
施
給
貧
民

　
　

　
六
三
代
實
鎌
貞
観
八
年
九
月
骨
二
日
、
大
二
三
俘
善
男
等
五
人
を
遽
流
に

　
（

　
麗
す
る
條
、
夏
井
…
三
三
藥
之
道
、
配
二
土
佐
一
之
後
、
自
往
肉
澤
採
藥
、

　
　
合
煉
以
施
篤
、
民
多
端
其
瞼

　
第
二
の
累
代
の
文
藝
學
問
或
は
一
般
敷
化
乃
至
趣
昧
が

庶
民
ε
如
何
に
交
渉
し
把
か
を
見
把
い
。
是
れ
は
敷
育
の

機
關
が
庶
民
を
容
れ
な
か
つ
π
こ
ご
、
即
ち
大
學
は
勿
論

地
方
に
あ
る
國
學
は
其
規
定
に
は
岳
人
の
聰
良
な
る
も
の

は
満
数
な
ら
ざ
る
時
に
は
憲
章
を
許
し
て
居
る
け
軸
ざ
も

事
實
は
如
何
ほ
ざ
趨
れ
が
運
行
さ
れ
π
か
は
知
る
こ
ご
が

出
來
な
い
。
諸
氏
の
建
つ
る
所
の
私
學
は
又
同
じ
く
庶
人

夕
敷
化
し
な
か
つ
だ
で
あ
ら
う
。
綜
藝
種
智
院
が
其
建
設

の
主
旨
を
唐
土
の
閲
塾
に
倣
ふ
所
で
あ
っ
て
、
聞
塾
は
蓋



し
小
規
模
の
坊
問
の
學
塾
π
り
し
に
過
ぎ
ざ
る
べ
く
、
唯

之
れ
は
一
般
の
面
食
の
認
め
に
開
い
把
黙
に
於
て
は
庶
民

ご
關
思
し
図
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
け
れ
ご
も
、
逡
に
時

代
の
庶
民
の
敷
化
を
高
む
る
ほ
ご
の
こ
ご
は
此
に
求
む
る

こ
ご
の
引
墨
な
い
も
の
で
あ
っ
π
で
あ
ら
う
◎
而
も
之
れ

さ
へ
如
何
ほ
ざ
持
宿
し
π
か
明
ら
か
で
な
い
さ
れ
ば
一
般

庶
民
は
後
に
甚
ぶ
る
如
く
、
身
ハ
を
桑
門
に
投
じ
て
内
典
修

磨
の
業
を
積
む
に
あ
ら
ざ
る
以
上
は
遽
に
鳥
跡
を
學
ぶ
こ

ご
が
豊
松
な
か
つ
沈
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
併
し
此
時

代
の
如
き
貴
族
ご
庶
民
の
間
の
調
然
π
る
上
塗
の
設
け
ら

れ
π
る
赴
會
に
於
て
も
、
其
生
活
の
問
に
起
っ
て
來
る
模

倣
は
下
層
の
階
級
が
上
流
の
生
活
ざ
趣
味
の
選
る
部
分
を

倣
ふ
こ
ご
が
行
は
れ
だ
こ
ご
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
◎
丁
度

上
流
の
罪
証
が
下
層
の
問
に
登
住
し
把
卑
賎
な
行
事
や
信

仰
を
採
用
し
π
ご
同
じ
ゃ
う
で
あ
る
。
羅
安
朝
に
於
け
る

文
學
の
隆
盛
殊
に
和
歌
の
盛
行
は
低
い
階
級
に
も
歌
詠
む

も
の
多
か
つ
π
こ
ご
な
ざ
を
考
へ
ら
れ
る
今
昔
物
語
の
内

　
　
　
第
三
管
　
　
叢
　
號
　
　
李
安
朝
丈
化
ミ
庶
民
階
級

に
、
京
に
て
鏡
を
喪
り
に
奈
る
賎
し
き
女
が
鏡
に
歌
を
か

き
つ
け
π
話
が
あ
る
。
又
同
じ
や
う
に
十
二
丹
波
國
一
者
妻

讃
・
和
歌
諮
Q
盤
楊
語
に
は
、
佃
舎
人
な
ん
こ
も
心
に
情

あ
り
、
播
磨
國
郡
司
讃
和
歌
語
聾
諸
熟
語
。
叉
は
大
隅
國
郡

司
讃
和
歌
語
無
上
な
ざ
に
あ
る
京
よ
り
勾
引
さ
れ
來
り
け

る
女
さ
て
は
㌻
「
甲
斐
ナ
キ
田
舎
人
ノ
中
間
モ
」
歌
讃
む
者

も
あ
り
「
努
々
不
レ
可
レ
蔑
」
こ
し
セ
な
ご
は
、
時
代
風
爾
が

浸
染
す
る
有
様
を
見
る
べ
く
、
其
他
風
俗
の
如
き
に
も
又

模
倣
が
下
層
に
行
は
れ
て
る
把
こ
ご
は
推
す
る
に
難
く
な

く
、
上
流
の
奢
修
に
倣
ひ
て
妹
僕
の
猶
ほ
越
綾
を
着
る
も

の
あ
り
、
又
地
方
に
て
も
庶
民
の
聞
に
は
絹
を
着
る
こ
ご
、

の
あ
っ
把
ご
思
は
れ
る
の
は
、
今
昔
物
語
に
あ
る
殖
槻
寺

観
音
助
貧
女
給
語
に
は
、
父
滋
を
亡
ひ
し
貧
女
の
隣
の
家

よ
り
絹
米
を
逡
ら
れ
て
「
絹
ヲ
バ
縫
ク
着
給
へ
米
ヲ
バ
酒

田
造
て
貯
へ
給
へ
し
ご
言
へ
る
も
、
目
に
導
く
資
料
で
あ

る
。
　
．

　
か
く
の
如
き
は
、
僅
か
に
其
一
．
斑
を
窺
ふ
あ
の
π
る
に
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一
轟
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第
三
巻
　
　
叢
　
設
　
　
（
ン
リ
四
世
購
代
の
濁
逸

過
ぎ
な
い
け
れ
こ
も
、
私
は
上
流
の
生
活
の
一
部
分
は
矢

張
り
庶
民
の
聞
に
模
倣
さ
れ
、
莫
交
化
的
亭
受
ε
し
て
莫

生
活
の
向
上
が
あ
っ
だ
こ
ご
、
考
へ
π
い
。
庶
民
階
級
の

凡
て
が
い
つ
も
土
芥
の
如
く
に
面
々
謬
る
生
活
に
甘
ん
じ

て
ゐ
π
の
で
は
な
い
ご
云
ふ
こ
ご
が
多
少
こ
も
認
め
ら
れ

る
な
ら
ば
其
れ
で
よ
．
い
の
で
め
る
◎
或
は
か
、
る
こ
ご
は

何
の
時
代
に
簸
て
も
め
る
こ
ご
で
事
新
ら
し
～
述
ぶ
る
の

要
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
私
は
李

安
朝
ご
云
ふ
特
定
の
時
代
に
於
て
、
此
の
事
に
は
多
少
の

意
味
が
あ
る
此
の
久
し
き
間
、
兎
に
角
大
戦
胤
を
見
る
こ

第
三
號
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ご
な
し
に
、
太
李
が
績
い
彪
云
ふ
こ
ご
は
文
化
の
上
か
ら

見
て
蕨
岱
蓬
ご
餌
民
生
活
上
に
好
結
果
を
持
ち
干
し
だ
も

の
で
あ
る
こ
し
・
艶
い
の
で
常
に
國
司
の
肢
劔
や
庶
民
の
悲

惨
な
る
生
活
の
｝
面
の
み
を
説
い
て
否
応
朝
の
交
化
が
階

級
的
に
一
履
廣
が
つ
て
く
る
こ
ご
を
度
外
に
す
る
從
摩
の

研
究
の
態
度
に
面
し
て
辮
じ
π
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
庶

民
階
級
の
文
化
接
鯛
は
如
上
の
説
述
に
て
は
爾
薄
弱
に
し

て
未
だ
其
の
漏
る
庭
に
達
せ
ざ
る
の
観
が
あ
る
。
此
に
於

て
吾
人
は
第
三
の
宗
敷
信
仰
の
方
面
に
就
い
て
考
察
す
る

要
が
あ
る
。

ヘ
ン
リ
二
世
時
代
の
猫
逸

（
上
）

特
に
都
市
の
勃
興
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
士
植
村
清
之
助

　
　
　
　
画
線
　
論
F
　
　
　
　
　
だ
法
皇
グ
レ
ゴ
ソ
七
世
ご
時
を
同
う
し
て
出
π
ザ
ソ
エ
〃

参
宮
革
新
、
法
襟
振
興
の
二
大
方
策
を
提
げ
て
奮
翻
し
　
朝
（
フ
ラ
ン
ケ
ソ
）
第
三
代
の
堅
調
皇
帝
ヘ
ッ
フ
四
世
は
、

り


