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て
居
る
。
而
し
て
是
れ
が
可
成
過
度
に
ま
で
人
々
を
支
配
．

　
か
く
て
最
後
の
事
情
こ
し
て
診
察
す
べ
き
は
舳
敷
的
信
　
し
て
み
る
こ
す
る
な
ら
ば
、
心
安
朝
肚
會
の
観
察
に
湿
て

仰
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
激
が
肚
會
生
活
に
及
ぼ
し
　
は
物
質
の
享
受
以
外
に
幸
騙
が
な
い
ε
考
へ
る
の
も
誤
り

て
る
る
影
響
は
、
上
代
に
磨
る
に
從
っ
て
、
其
勢
力
の
大
　
で
あ
ら
う
○
又
丈
化
享
受
が
物
質
的
欲
望
の
愚
息
の
み
こ
・

な
る
も
切
あ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
此
の
こ
ご
は
文
化
　
見
る
こ
ご
も
正
し
く
な
い
で
あ
ら
う
。

享
受
の
上
に
於
て
は
、
注
意
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
ご
信
噛
．
固
よ
り
是
は
物
質
上
欲
望
の
充
息
を
度
外
饗
す
る
の
で

す
お
。
民
衆
が
肚
會
生
活
か
ら
享
要
言
爾
、
恩
悪
の
掘
は
な
い
・
此
れ
も
不
＋
分
で
あ
っ
π
が
、
超
人
間
的
、
知

念
は
、
時
代
の
相
違
に
よ
っ
て
、
共
内
容
を
異
に
す
る
な
　
的
な
勢
力
に
依
毒
せ
ん
こ
す
る
要
求
、
詣
れ
よ
り
來
る
恰
・

ら
ば
、
王
代
祉
會
に
撃
て
人
類
生
活
の
輻
蛭
に
就
い
て
大
　
樂
は
且
つ
聖
な
る
も
の
が
め
っ
た
。
事
實
濡
れ
は
物
質
上
「

な
る
書
論
を
な
し
把
も
の
は
、
何
で
あ
る
か
ご
言
は
㎏
、
　
の
生
活
を
支
配
す
る
も
の
こ
信
じ
て
ゐ
π
の
で
あ
る
◎
さ

習
人
は
信
託
信
仰
、
そ
れ
か
ら
細
る
精
留
的
僑
樂
を
考
へ
　
れ
ば
是
は
鯨
卑
に
係
ら
な
い
、
切
實
な
る
生
命
の
要
求
こ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
思
ふ
。
現
代
の
魅
會
生
活
ε
晦
れ
か
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
、
庶
民
階
級
の
生
活
は
此
方

ら
濁
れ
毛
思
想
に
は
、
一
般
に
唯
物
的
な
見
解
が
支
配
し
　
面
か
ら
密
謀
す
る
こ
ご
極
め
て
必
要
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
，



ら
頗
。．

此
の
方
面
か
ら
當
代
の
文
化
享
受
を
説
く
に
於
て
は
先

づ
當
代
の
漁
會
の
特
殊
な
る
事
情
を
概
槻
す
る
要
が
あ
る

　
當
代
の
鮭
會
組
織
に
於
て
貴
族
ご
庶
民
ε
を
囁
別
す
る

要
素
を
綜
令
す
る
に
、
共
第
一
に
居
る
も
の
は
、
血
統
の

關
係
で
あ
っ
て
上
古
の
氏
族
制
度
の
祉
曾
が
有
し
て
居
だ

最
會
的
騰
制
は
載
る
意
昧
に
於
て
尚
ほ
生
き
て
み
る
も
の

ε
槻
る
こ
ご
が
出
震
る
。
即
ち
氏
族
制
度
的
精
赫
は
省
持

績
さ
れ
て
當
代
胤
會
組
織
の
根
抵
に
強
く
横
っ
て
居
π
。

こ
れ
に
件
っ
て
、
官
職
、
維
濟
的
資
力
ご
學
…
駒
の
三
者
が

貴
族
階
級
を
高
く
標
示
し
て
居
だ
の
で
あ
る
。
農
本
來
に

於
て
先
天
的
な
る
血
統
關
係
が
中
心
こ
な
っ
て
就
曾
の
箇

度
を
保
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
爾
め
に
、
か
＼
る
肚
會

は
安
定
に
於
て
は
強
い
け
れ
ご
も
時
を
煎
る
問
に
於
て
は

固
定
が
田
來
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
に
於
て
も
、
叉
文
化

的
事
業
に
於
て
も
世
業
世
職
な
る
も
の
に
於
て
は
、
固
着

　
　
　
第
三
潜
　
　
叢
　
翫
　
　
挙
婁
朝
文
化
電
庶
民
階
級

ビ
沈
滞
の
傾
向
を
本
來
に
於
て
有
し
て
み
る
も
の
き
見
な

け
れ
ば
ら
な
ぬ
。

　
之
れ
に
細
し
て
霊
代
佛
敷
ご
僧
侶
に
就
い
て
観
察
す
る

な
ら
ば
、
僧
侶
は
當
書
意
會
組
織
に
愚
な
る
勢
力
を
有
す

る
血
統
の
愈
卑
に
就
い
て
は
自
由
で
あ
っ
て
、
而
も
他
の

三
者
を
保
有
す
る
こ
ご
が
出
家
る
○
詳
し
く
言
へ
ば
官
職

に
て
は
公
卿
の
有
す
る
世
俗
の
官
ご
は
異
る
け
れ
ざ
も
、

重
れ
に
相
當
る
名
士
の
社
章
ビ
職
務
ご
を
有
す
る
僧
官
俗

位
を
有
し
て
居
り
。
而
し
て
寺
院
の
盛
大
に
件
ふ
蕪
園
等

よ
り
す
る
維
離
岸
支
持
の
豊
か
な
る
も
の
が
あ
り
、
叉
學

問
に
於
て
は
、
貴
族
の
就
會
ご
共
に
優
越
な
る
精
紳
生
活

を
警
み
得
る
点
に
出
て
貴
族
階
級
ご
異
る
、
所
は
な
い
の
で

あ
る
〇

　
　
　
　
六

　
血
統
的
關
係
か
ら
自
由
な
る
僑
侶
ご
其
事
業
は
之
れ
を
・

庶
民
階
級
の
方
面
か
ら
古
る
ご
二
様
の
意
義
が
あ
る
〇
一

は
僧
侶
の
出
再
が
貴
族
階
級
に
限
ら
す
撫
民
か
ら
も
高
僧

第
㎜
悶
肱
纏
　
　
　
　
幅
八
七
　
　
（
山
ハ
一
七
）
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ε
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民
階
級
囁

智
嚢
を
多
く
出
し
て
み
る
こ
ご
で
、
懸
れ
は
語
を
換
へ
て

言
は
“
庶
民
が
時
代
文
化
の
中
心
に
入
り
得
る
關
門
で
あ

る
こ
す
る
こ
ご
が
鐡
上
る
。
庶
民
ご
時
代
文
化
の
接
醐
が

此
に
大
蓮
を
開
い
て
み
る
ご
親
ら
れ
る
こ
ご
で
あ
る
。

　
而
し
て
七
二
に
は
、
僧
侶
が
血
統
上
の
世
襲
で
な
い
こ

ご
が
．
他
の
世
襲
の
文
化
的
事
業
に
於
て
見
る
固
定
ご
奨

後
に
來
る
沈
滞
こ
よ
り
選
る
、
こ
ご
ビ
な
つ
理
事
實
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
儒
家
ε
儒
學
．
明
法
家
ご
律
風
な

ご
の
状
態
ε
此
れ
を
比
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
明
か
に
し
得

る
の
で
あ
る
○
此
の
耳
語
は
李
安
朝
を
通
じ
て
他
め
事
欝

に
比
し
て
珊
々
界
が
よ
く
流
動
し
、
他
の
も
の
が
多
く
旧

風
を
墨
守
す
る
に
擬
し
て
此
方
面
は
比
較
的
新
鮮
な
る
風

潮
の
流
動
す
る
も
の
が
あ
っ
、
て
、
常
に
肚
會
ご
共
に
移
行

し
だ
結
果
を
齎
ら
し
だ
も
の
ご
零
す
惹
こ
ご
は
出
立
な
い

で
め
ら
う
か
。
而
し
て
其
結
果
こ
し
て
來
る
こ
こ
ろ
は
漸

次
著
し
く
庶
民
化
的
風
潮
が
此
黒
酒
に
登
生
し
來
つ
π
も

．
の
で
あ
っ
沈
の
で
あ
る
。

第
四
號

八
八
　
　
（
ム
ハ
一
一
八
）

　
か
や
う
な
解
繹
は
、
此
庭
に
樹
ほ
詳
細
の
事
實
を
畢
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ε
こ
な
る
。
人
或
は
灘
酒
朝
の
佛

激
を
以
て
貴
族
的
佛
敏
の
語
の
下
に
一
括
せ
ん
ε
す
る
か
、

此
れ
は
宗
激
が
歳
事
的
髄
制
に
服
蔑
し
て
み
る
一
面
を
言

ふ
だ
も
の
で
あ
る
。
生
命
の
不
漸
の
要
求
に
墨
し
て
、
南

都
の
風
早
が
圭
と
し
て
設
い
π
五
牲
各
別
の
敷
理
よ
り
は

一
切
皆
成
佛
を
匂
い
π
新
宗
激
の
流
町
が
李
安
朝
を
通
じ

て
あ
っ
π
こ
ご
は
思
想
上
よ
り
貴
族
的
、
階
級
的
な
も
の

か
ら
、
民
衆
李
等
の
方
向
に
導
き
易
い
謬
で
あ
っ
π
o
而

も
此
思
想
の
所
有
者
で
あ
り
、
且
つ
宜
記
者
で
あ
る
信
徒

が
愚
民
或
は
比
較
的
低
い
階
級
か
ら
多
く
出
で
、
み
る
こ

ご
は
、
除
程
此
階
級
を
し
て
其
自
畳
を
起
さ
し
む
る
ま
で

に
近
く
行
っ
て
居
つ
セ
こ
ご
は
何
人
も
許
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
。
或
は
四
維
論
章
疏
の
學
が
紙
上
に
止

ま
つ
元
ざ
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
塞
理
で
實
就
會
ご
絶
縁

の
も
の
で
あ
る
ご
見
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
、
る
事
實
は

叉
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
俗
里
中
に
は
破
戒
無
漸
の



徒
の
多
い
事
も
事
實
で
あ
る
。
併
し
少
数
有
識
の
聞
に
は

敢
て
自
畳
が
生
れ
て
は
來
な
か
つ
陀
で
あ
ら
う
か
。
此
の

智
識
者
で
あ
る
佛
徒
の
出
塁
ご
其
自
県
ご
は
庶
民
な
る
階

級
が
時
代
の
精
蕃
語
文
化
ε
接
す
る
所
縁
で
あ
る
。
此
面

に
先
づ
佛
者
の
出
離
を
説
か
う
。

　
李
安
朝
初
期
の
僧
…
侶
の
出
身
は
蹄
化
人
の
血
統
の
も
の

が
多
く
あ
っ
陀
。
同
じ
く
初
期
に
思
せ
ら
れ
π
新
撰
姓
氏

録
に
は
朋
か
に
蕃
別
こ
し
て
記
さ
れ
て
あ
る
秦
漢
寄
附
の

民
の
密
が
縞
徒
に
身
を
概
い
淀
こ
ご
は
文
事
に
縁
故
あ
る

嬢
族
の
爲
め
で
あ
る
ご
見
ら
る
べ
き
例
も
少
く
な
い
で
あ

ら
う
が
、
粟
よ
り
も
、
就
會
に
於
て
は
寧
ろ
賎
種
ご
し
て

考
へ
ら
れ
た
も
の
が
法
侶
こ
な
っ
て
、
其
か
ら
も
多
く
の

英
俊
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
ご
観
る
べ
き
で
あ
る
。
天
台

翠
雲
の
明
匠
が
蕃
別
以
外
に
て
も
賎
親
せ
ら
れ
沈
氏
姓
の

出
で
あ
る
も
の
も
少
く
な
い
事
等
を
考
へ
合
は
す
べ
き
で

あ
る
。
石
製
寺
勤
操
の
秦
氏
を
初
め
こ
し
、
唯
識
の
亘
匠

元
興
寺
の
護
命
．
空
襲
、
叉
、
廣
隆
寺
の
道
昌
の
如
き
何

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
説
　
　
準
安
論
罪
化
ε
庶
畏
階
級

れ
も
秦
氏
で
あ
る
。
安
慧
の
業
苦
も
有
名
で
あ
る
ご
共
に

賎
親
さ
れ
泥
氏
姓
か
ら
は
葦
葺
の
土
師
氏
等
を
数
へ
る
こ

ご
が
出
撚
る
。
．
其
他
、
小
栗
栖
常
曉
が
棄
子
．
で
あ
り
、
興

雁
寺
盛
業
も
亦
門
前
に
て
得
π
兜
董
で
あ
っ
柁
。
三
代
實

録
．
日
本
往
生
極
樂
記
に
あ
る
撮
津
國
の
講
師
が
、
漁
人

の
子
、
父
に
從
ひ
て
水
上
に
遊
ぶ
も
の
を
共
に
載
せ
て
脇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
い

り
だ
も
の
優
れ
後
の
上
海
律
師
で
あ
っ
把
ε
云
ふ
諌
な
ご

は
宗
敷
界
の
事
情
が
罪
代
他
の
事
相
ご
大
に
趣
を
異
に
す

る
歌
を
表
は
す
こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
（
一
）
一
二
代
賢
蓋
世
四
十
九
光
孝
天
皇
仁
和
二
年
七
月
二
十
二
E
の
鎌

　
　
日
本
往
生
極
樂
託
謬
考

　
　
　
　
七

　
か
や
う
に
他
ご
異
っ
て
階
級
的
橿
別
を
最
も
少
く
見
る

ε
こ
ろ
で
あ
り
、
叉
下
履
階
級
に
燃
し
て
も
求
む
る
所
を

輿
へ
得
る
こ
ご
の
出
講
る
世
界
は
、
即
ち
宗
敷
で
あ
っ
た

が
故
に
、
庶
民
の
窪
く
る
．
所
叉
大
な
る
も
の
で
あ
っ
忙
。

例
へ
ば
齊
衡
二
年
九
月
、
高
丘
親
王
、
即
ち
大
法
師
位
眞

第
四
號

／

八
九
　
（
六
一
九
）
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巻
　
　
叢
競
　
　
挙
安
朝
丈
化
ε
庶
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階
級
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四
號

九
〇
　
　
（
山
ハ
一
一
〇
）

如
、
大
納
言
藤
原
良
相
等
が
東
大
寺
大
佛
殿
修
理
に
言
い
の
盛
儀
を
見
る
望
め
で
あ
る
ε
し
て
み
る
。

て
奏
言
す
る
所
に
も
修
理
造
螢
の
功
徳
を
異
く
一
切
八
衆
　
　
　
（
三
）
三
代
蟹
錐
清
和
天
皇
雑
踏
三
年
三
月
＋
四
日

ご
共
に
せ
ん
こ
ご
を
願
ふ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、
「
望
請
、
．
　
ご
の
事
は
、
同
じ
く
貞
親
七
年
四
月
に
行
は
れ
淀
紳
泉

倉
互
天
下
人
一
不
レ
論
謁
一
文
銭
一
合
米
℃
掌
篇
力
多
少
℃
以
　
苑
及
び
七
條
大
路
の
般
若
心
経
會
、
佐
比
翼
の
疫
沸
祭
に

得
中
加
逡
如
」
ご
云
っ
て
居
る
の
は
、
細
れ
一
枝
の
花
、
一
　
左
右
京
職
に
仰
せ
て
、
東
西
九
ケ
條
の
男
女
を
し
て
人
別

合
の
土
を
持
っ
て
も
韻
脚
を
願
ふ
所
の
百
姓
を
響
く
催
し
　
一
銭
を
降
せ
し
め
て
僧
事
施
料
に
充
て
し
め
π
○
而
し
て

懸
造
せ
し
め
ん
こ
℃
陀
の
で
あ
る
。
即
ち
是
れ
は
一
切
人
　
是
れ
は
京
邑
の
人
民
を
し
て
此
の
功
徳
に
頼
b
て
庚
疫
を

、

衆
を
以
て
善
知
識
た
ら
し
め
、
其
編
利
を
共
に
せ
ん
ざ
欲
免
れ
し
め
ん
こ
し
陀
趣
意
で
あ
っ
π
ご
言
ふ
事
ご
相
樹
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
コ

し
セ
も
の
で
、
是
叉
弘
誓
の
本
願
に
乏
く
を
恐
れ
だ
に
外
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

な
ら
な
い
○
其
れ
故
塁
時
は
饗
し
て
群
れ
を
許
し
、
天
下
　
　
（
四
）
三
代
詳
録
谷
＋
。
清
瀦
天
皇
貞
観
七
年
四
1
1
士
一
百
、
癸
巳
、
延

聾
し
て
、
米
お
よ
び
難
を
蓬
せ
し
め
捏
の
で
鋸
鎌
麟
螺
麟
驚
．
鼓
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
惑
照
修
二
疫
淋
祭
一
〇
以
防
中
失
疫
㌔
顎
仰
左
回
京
職
。
令
下
東
．
繭

　
　
（
二
）
文
讐
馨
七
、
丈
箋
白
舜
衡
二
嘉
月
幾
篠
　
　
　
九
箇
玉
響
・
人
別
輸
三
銭
㌔
以
充
電
叢
婁
上
・
欲
會
一

　
或
は
共
後
東
大
寺
が
貞
槻
三
年
三
月
に
至
り
て
…
閥
眼
蕪
　
　
　
　
京
色
人
晟
頼
二
功
徳
旧
免
中
天
行
上
記
。
」
・

嚴
の
儀
の
行
は
る
＼
や
「
功
非
二
等
暴
一
、
力
寄
一
一
群
縁
一
」
ざ
　
　
而
し
て
此
れ
は
一
般
衆
庶
も
・
李
等
事
宜
を
嫁
く
べ
き

し
て
ゐ
乃
。
且
つ
南
北
爾
京
の
貴
賎
士
女
が
充
満
し
て
聚
も
の
で
あ
る
こ
す
る
思
想
か
ら
出
で
π
る
も
の
こ
槻
る
べ

糊
し
だ
こ
ご
整
粒
義
の
捨
施
姦
窪
し
規
．
げ
慶
臨
き
は
言
ふ
ま
で
も
居
℃
而
し
て
是
等
幾
分
朝
廷
若
し



く
は
官
衙
の
關
孫
す
る
所
は
注
意
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
爾
俗
侶
が
民
庶
に
直
も
に
拗
化
趨
る
忙
周
り
て
は
更

に
共
範
園
の
響
く
月
つ
麗
麗
の
之
れ
に
伴
う
て
大
な
る
も

の
が
あ
っ
だ
で
あ
ら
う
。
嘉
保
元
年
十
月
に
は
京
郡
の
溝

水
寺
が
断
造
の
堂
、
供
養
を
宥
ふ
π
o
是
は
「
此
而
三
年
、

．
依
十
方
施
主
知
識
Q
絡
土
木
之
功
O
」
ご
云
ふ
ご
ε
で
あ
っ

て
其
日
は
都
人
市
女
が
雲
の
如
く
に
懇
早
し
だ
こ
云
ふ
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

事
が
中
右
記
に
見
ね
て
る
る
が
十
方
施
主
の
語
は
、
注
意

す
べ
き
で
あ
っ
て
、
ド
廣
く
鋤
…
進
を
募
つ
栓
こ
ご
～
湾
へ
ら

れ
る
。

　
　
（
温
）
申
右
艶
寛
治
八
年
十
月
二
十
二
殿
の
擁

　
同
じ
や
う
に
、
山
里
記
に
は
南
無
阿
上
人
の
關
寺
建
立

の
渤
進
の
こ
ご
が
載
っ
て
み
る
。
古
れ
に
は
人
別
米
一
升

を
留
め
起
の
で
、
記
者
中
由
仁
親
も
露
山
の
邊
に
於
て
此

の
上
人
に
酔
ひ
て
、
後
、
八
十
人
分
を
遙
つ
に
。

　
　
（
」
、
“
ノ
）
山
塊
記
凶
但
趣
三
年
二
月
一
一
十
九
臼
。
去
二
監
T
五
η
口
写
岱
山
乙
間
…
於
盛

　
　
　
出
曝
泌
南
元
阿
聖
人
、
寒
々
口
佐
二
三
非
壽
大
衆
轡
可
レ
建
立
關

　
　
　
壷
職
業
櫻
繋
縛
杢
蕩
之
，
審
，
素
勧
諾
嚢

　
　
　
第
三
磐
　
　
叢
訊
　
　
、
補
習
朝
丈
化
魚
庶
民
階
級

　
　
後
影
渤
之
，
今
日
八
十
人
分
純
邊
之
、

是
等
砂
勘
進
僧
が
市
井
の
理
於
て
。
塔
堂
造
立
の
功

徳
を
渤
化
す
る
ざ
共
に
此
時
代
に
行
は
れ
だ
も
の
は
、
経

巻
書
爲
の
功
徳
を
富
め
る
俗
画
の
出
で
、
下
級
の
人
舟
も

此
れ
が
勧
め
に
よ
り
て
修
善
功
徳
を
積
む
こ
ざ
を
得
π
も

の
が
あ
っ
淀
Q
爲
纒
の
功
徳
が
信
じ
ら
れ
だ
こ
ご
は
此
庭

に
説
く
ま
で
も
な
い
。
貴
族
階
級
が
修
善
の
濾
め
に
経
論

を
書
寓
し
．
奨
の
紙
や
軸
の
意
匠
に
華
美
の
装
を
凝
し
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

こ
ビ
は
藤
原
躊
代
に
特
に
著
t
き
風
爾
で
あ
っ
た
。
是
等

ご
同
様
の
も
の
が
一
般
肚
會
に
も
行
は
れ
π
ご
言
へ
早
け

れ
ご
も
、
同
標
旨
趣
が
よ
り
低
い
階
級
に
も
墨
書
し
π
こ

ご
は
考
へ
得
る
も
の
で
あ
る
。
中
右
記
永
長
元
年
三
月
十

八
臼
の
條
に
「
冷
日
一
中
上
下
萬
人
も
一
日
簾
中
、
書
爲
・

一
切
経
、
是
有
一
聖
人
、
得
夢
想
告
、
進
告
催
人
々
於
各

家
、
命
書
雪
像
供
養
了
、
逡
聖
人
許
者
、
依
爲
大
善
根
聯
所
．

記
澱
也
」
、
ご
あ
る
は
、
京
詞
上
下
の
人
々
に
一
切
纒
書

爲
の
善
根
を
積
ま
し
め
ん
が
爲
め
に
上
人
が
各
家
を
四
切

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
九
一
　
（
山
ハ
ニ
ー
）



　
　
　
鑑
三
巻
　
　
叢
　
訊
　
　
挙
安
朝
講
化
建
庶
民
階
級

巡
つ
元
有
檬
を
見
る
こ
ご
が
出
來
る
。
恰
も
此
の
こ
ご
は

康
和
四
年
二
月
＋
九
日
に
宮
中
に
於
て
コ
、
田
之
中
被
書

鶴
舞
纒
」
の
こ
ご
が
行
は
れ
、
院
よ
も
揖
繊
、
内
よ
り
も

構
厭
を
出
峰
れ
、
其
中
に
は
主
上
の
震
筆
も
交
は
り
其
外

内
大
臣
以
下
公
卿
そ
れ
く
の
書
画
し
柁
も
の
が
あ
っ
た

　
ハ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

こ
ご
》
ご
相
掛
照
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
彼
此
の
間
に
貴
族

的
な
行
事
が
市
弁
の
裡
弔
も
同
…
糠
な
る
姿
に
於
て
行
は
れ

て
る
る
有
榛
を
察
す
る
こ
ご
が
難
つ
か
し
く
な
い
。

　
　
（
七
）
中
萱
雛
、
康
課
四
年
ご
月
十
九
臼
の
慷

　
｛
家
の
内
に
於
て
も
か
》
る
窩
経
の
功
徳
の
如
き
も
の

が
其
家
の
侍
男
な
ざ
に
ま
で
も
及
ぼ
し
π
で
あ
ら
う
こ
ど

は
叉
推
測
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
毒
忌
關
臼
記
に

。
は
康
和
元
年
三
月
八
臼
親
音
純
供
養
の
こ
ε
を
記
し
て
み

る
が
、
其
れ
に
は
「
殿
上
人
鉾
地
下
人
家
中
家
司
等
侍
各

十
窓
」
蒼
し
て
る
る
の
は
一
般
民
庶
の
例
ε
し
て
は
稽
々

宜
し
き
を
得
な
い
け
れ
ざ
も
、
又
質
下
家
司
侍
男
の
如
き

も
共
々
に
修
善
の
．
功
を
積
む
有
望
を
見
る
こ
ε
が
出
機
る

第
四
號

・
九
ご
　
　
（
山
陵
ニ
ニ
）

で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
八

　
堂
塔
造
立
の
こ
ご
も
、
藤
原
時
代
を
代
表
す
る
華
麗
な

る
建
物
の
み
が
遷
し
も
李
安
朝
に
於
け
る
総
て
や
は
な
い

民
庶
の
聞
に
も
其
れ
に
態
じ
π
る
本
願
圭
の
な
い
謬
で
は

な
か
つ
π
〇
三
代
實
銀
に
は
山
城
國
乙
訓
郡
相
子
寺
は
藤

原
良
房
が
信
仰
の
爲
に
は
後
に
は
輪
奥
の
阿
蘭
若
を
現
じ

陀
け
れ
こ
も
、
訣
れ
は
三
代
實
録
に
よ
る
ど
、
愚
俗
正
壼
演

が
河
陽
橋
頭
に
設
け
π
一
小
道
傷
に
過
ぎ
な
か
つ
柁
。
而

し
て
此
地
は
も
こ
漁
尊
爵
雰
地
で
あ
っ
て
、
魚
田
の
利

を
逐
ふ
商
圏
の
塵
相
並
ぶ
庭
で
あ
っ
氾
が
其
内
の
一
老
姫

の
含
を
避
け
て
地
を
鰍
じ
セ
も
の
を
壼
演
其
中
に
聯
か
壇

法
を
作
り
て
汚
損
の
佛
像
を
崇
め
陀
所
の
も
の
で
あ
っ
に

　
（
八
）
三
代
實
鋒
巻
＋
三
、
濤
和
天
皇
頁
凝
八
年
＋
月
二
＋
七
日
の
條

　
　
，
同
巻
＋
四
清
瀦
天
皇
盛
襯
九
年
七
晃
士
百
の
縢

　
京
都
よ
り
西
國
に
通
す
る
要
路
な
る
山
崎
断
乳
地
方
の

股
賑
に
つ
れ
て
測
距
の
地
の
畿
達
す
る
所
に
道
壌
精
舎
の



設
け
ら
れ
て
ゆ
く
有
機
の
一
斑
を
之
に
よ
り
て
も
見
る
芝

が
出
挙
る
ご
謂
ふ
Q
か
や
う
な
匙
よ
り
爾
ほ
論
じ
行
く
な

ら
ば
季
安
朝
に
於
て
は
前
代
な
り
憾
商
工
業
が
登
蓬
が
鯨

程
進
む
べ
き
諸
種
の
事
因
を
有
っ
て
み
る
時
で
あ
る
か
ら

交
易
商
運
の
地
や
、
縦
横
四
通
の
要
路
薫
製
て
は
精
含
堂

宇
な
ご
の
翌
夕
な
ご
か
考
へ
ら
れ
π
こ
ぎ
で
あ
ら
う
ご
推

定
せ
ら
れ
る
事
情
は
少
く
な
い
。
肚
寺
の
隆
昌
ご
其
門
前

地
に
毒
舌
の
螢
達
が
あ
る
ご
共
に
、
要
津
交
易
傷
の
直
り

に
寺
塔
の
造
立
の
あ
っ
沈
こ
ご
を
注
意
す
る
要
が
あ
る
。

京
都
南
方
の
渡
頭
に
て
は
宇
治
想
の
橋
寺
、
木
擁
川
の
泉

橋
寺
上
の
類
は
刃
風
的
方
面
に
於
て
興
味
あ
る
の
み
で
は

な
く
、
文
化
問
題
の
上
ヒ
覧
て
も
戚
興
な
し
ご
し
な
い
。

赴
寺
に
よ
っ
て
市
鋸
の
登
達
が
あ
っ
π
に
し
て
も
，
叉
市

蕩
の
登
窯
に
つ
れ
て
寺
塔
の
造
立
が
あ
っ
陀
に
し
て
も
、

彼
此
の
地
は
何
れ
も
、
出
入
聚
散
す
る
輩
ご
宗
敏
ご
の
關

係
を
考
へ
る
上
に
於
て
は
、
異
々
同
音
ご
考
へ
ら
れ
な
い

芝
は
な
い
◎
而
し
て
此
問
題
は
庶
氏
の
宗
敷
的
信
仰
、
ま

　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
観
　
　
，
挙
安
朝
交
化
ご
庶
民
階
級

だ
文
化
享
受
ご
因
縁
あ
る
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
信
仰

の
野
曝
こ
し
て
聚
散
の
地
が
利
用
せ
ら
れ
だ
こ
ご
は
只
考

へ
る
の
み
に
て
も
あ
り
得
る
こ
ご
で
あ
る
ご
共
に
叉
其
例

を
此
時
代
に
重
て
求
む
る
に
難
く
な
い
。
延
暦
十
五
年
七

月
越
前
足
朋
郡
入
の
生
江
臣
家
道
女
を
本
塁
に
逓
邊
し
π

こ
ご
が
あ
る
。
是
は
日
本
後
悔
に
も
「
常
於
こ
市
中
妄
説
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

罪
稲
［
、
眩
二
野
百
姓
こ
ご
あ
っ
て
世
に
越
優
婆
夷
ご
號
し

π
ご
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
市
麟
に
於
て
衆
庶
を
盤
惑
し

π
こ
ざ
を
知
る
こ
ご
が
出
來
る
。
造
畢
に
於
て
は
塞
也
上

人
が
天
慶
の
頃
京
都
の
市
に
立
ち
て
唱
名
の
業
を
拗
め
市

の
門
に
歌
を
書
付
け
た
こ
ご
叉
こ
れ
を
市
上
入
ご
云
ふ
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
う
り

こ
ご
な
ご
も
叉
此
遜
に
爆
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

　
（
九
）
日
本
乱
心
延
暦
十
五
年
電
月
二
十
二
日
の
條

　
（
十
）
拾
癒
和
歌
集
二
十
。
古
今
著
聞
集
二
〇
元
享
鐸
書

　
か
や
う
に
し
て
考
へ
る
ご
、
製
鋼
の
民
庶
の
生
活
を
完

全
に
了
解
す
る
澄
め
に
は
、
肢
耀
陀
る
殿
堂
ご
華
麗
な
る

法
認
の
あ
る
一
面
に
切
實
な
る
要
求
ご
是
に
覚
す
る
弘
濟

　
　
　
　
　
　
　
第
一
四
號
　
　
　
　
九
一
二
　
（
六
二
三
）



　
　
　
第
三
巻
　
　
叢
　
訊
　
　
李
安
朝
文
牝
ミ
庶
民
階
級

の
道
を
存
在
し
て
居
つ
π
こ
ご
を
知
ら
な
け
ば
な
略
ぬ
Q

源
氏
物
語
夕
顔
の
面
起
あ
る
五
條
轟
沈
う
の
窮
巷
に
御
嶽

糟
…
進
の
當
來
導
師
を
所
願
す
る
聲
を
鋭
く
話
も
哀
れ
で
あ

る
が
’
凡
て
信
仰
の
問
題
に
於
て
は
上
下
倉
卑
の
隔
の
な

き
庭
に
此
の
問
題
の
特
性
を
見
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
か
や
う
に
し
て
宗
敷
的
方
の
現
象
は
．
滴
々
の
階
級
秘

密
係
に
囚
は
れ
な
い
事
實
、
女
認
れ
を
超
越
す
べ
き
性
質

ε
を
有
し
て
み
る
黙
は
時
代
の
民
庶
殊
に
階
級
的
時
代
に

於
け
る
庶
民
階
級
を
考
察
す
べ
き
上
に
於
て
、
重
大
で
あ

　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
サ
ラ
ぜ

る
。
今
昔
物
語
に
「
今
昔
、
衣
曝
…
の
始
蒲
午
ノ
獄
ハ
昔
ヨ

　
　
　
　
マ
　
　
き
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

リ
京
中
二
上
中
下
ノ
人
、
稻
荷
詣
ト
シ
’
グ
送
り
集
ノ
日

ハ
ナ
の
に

也
」
ご
あ
る
は
初
午
の
稻
荷
魅
墾
詣
の
貴
賎
群
集
の
状
を

云
ふ
も
の
で
あ
唐
醒
凶
屍
ヅ
瀦
獲
興
三
二
下

シ
奉
タ
レ
バ
O
京
中
ノ
土
申
下
ノ
溢
俗
男
女
滲
タ
禮
ミ
瞳

　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
ニ
リ

〃
事
限
ソ
無
シ
」
ご
あ
る
鳳
、
比
叡
山
の
含
利
曾
を
中
中

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
九
四
（
六
二
四
）

上
中
下
の
人
に
禮
せ
し
め
ん
憾
め
に
、
含
利
を
山
よ
り
下

し
て
法
會
を
行
ひ
し
さ
ま
で
あ
っ
て
、
又
「
打
臥
ノ
ミ
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

ワ
噸
リ
ル
バ
打
臥
ゾ
御
子
ト
ハ
云
ノ
炉
地
ク
リ
、
雪
中
上

中
下
ノ
人
墾
ツ
物
ヲ
問
ヒ
ケ
川
一
こ
ご
云
へ
る
も
打
臥
御

巫
に
曾
卑
の
隔
て
な
く
口
寄
せ
に
行
く
の
標
を
語
っ
て
み

る
も
の
で
、
此
物
語
が
、
用
ひ
て
み
る
上
中
下
人
の
語
も
，

殊
に
三
囲
時
代
信
仰
に
關
す
る
纏
の
内
に
多
く
見
出
さ
れ
る

の
も
興
昧
あ
る
事
實
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
さ
れ
ば
、
山
斗
記
の
記
者
が
度
々
行
ふ
て
る
る
百
塔
巡

　
ハ
や
む
い

拝
ざ
て
京
の
内
外
の
百
塔
を
齢
し
廻
る
こ
ご
も
、
塔
婆
造

立
の
資
力
の
敏
け
π
も
の
に
ご
っ
て
は
、
又
易
行
の
一
道

ご
も
見
る
こ
ご
が
患
寒
る
。
命
昔
物
語
に
あ
る
「
身
貧
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ま
　

シ
テ
此
．
ヨ
フ
後
善
根
ヲ
修
セ
ム
ニ
不
堪
」
ご
云
ふ
も
時
代

の
世
相
が
生
む
だ
絶
望
の
聲
で
は
あ
る
け
れ
ご
も
、
叉
清

水
寺
に
遜
詣
の
一
貧
女
が
干
蘭
盆
に
亡
き
父
母
に
供
ふ
《

き
為
の
が
な
い
こ
て
、
痙
の
葉
に
歌
を
書
い
て
修
善
を
な

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
オ
　

し
沈
、
憐
れ
な
諦
も
此
時
代
各
戸
の
一
面
で
あ
る
Q
か
く



，
の
如
き
事
例
は
数
多
く
説
く
の
必
要
は
な
い
滋
昌
は
殺
生

之
業
は
帝
王
殊
に
重
し
．
ざ
言
ふ
だ
が
無
差
別
、
季
等
の
所

説
が
、
民
衆
ご
民
衆
ご
時
代
文
化
の
桜
鯛
黙
こ
し
て
注
意

す
べ
き
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
所
論
ご
其
の
事

實
の
一
斑
を
考
へ
得
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。
挙
安
朝
末
期

に
於
け
る
念
佛
宗
門
の
掘
起
、
叉
は
黙
思
願
の
民
間
布
敷

に
つ
い
τ
は
此
に
今
更
述
ぶ
る
を
食
い
な
い
ρ

　
　
（
十
一
）
今
昔
物
語
巷
二
十
八
、
近
衛
舎
人
共
稽
荷
詣
重
方
愚
女
語
第
一

　
　
（
十
二
）
岡
巻
十
二
於
比
叡
山
行
動
門
真
跣
叩
第
九

　
　
（
・
†
ご
×
同
　
　
巻
ご
｝
十
一
打
獣
御
工
」
駆
競
…
第
二
十
山
ハ

　
　
（
十
四
）
山
塊
記
治
承
三
年
二
月
十
二
日
等

　
　
（
十
五
）
今
昔
吻
語
、
奮
十
九
、
代
師
入
二
太
由
子
君
都
駿
一
儒
語
第
二

　
　
　
十
四
。

　
　
（
十
山
ハ
）
細
巻
二
十
・
四
・
七
n
月
十
一
血
忌
点
払
盆
・
女
職
唱
歌
凱
…
第
四
十
・
九

　
如
上
所
説
の
大
要
は
、
此
庭
に
繰
り
返
へ
す
ま
で
も
な

　
い
が
虚
器
朝
民
衆
の
生
活
ご
時
代
骨
化
の
享
受
は
、
機
械

的
な
見
方
よ
り
し
て
は
其
眞
實
を
捕
捉
し
難
い
。
物
心
の

　
　
　
　
第
三
奮
　
　
叢
　
観
　
　
奉
安
朝
丈
化
建
庶
民
賭
級
．

現
象
の
常
態
ご
し
て
貴
族
的
な
る
も
の
、
民
衆
的
な
る
も

の
に
劉
す
る
考
察
も
輩
純
な
る
階
級
的
な
る
趾
會
髄
制
の

下
に
一
括
し
て
蹴
れ
を
論
じ
去
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
。

何
慮
の
滋
曾
に
於
て
も
階
級
制
度
を
超
ね
て
働
く
心
理
的

な
る
作
用
の
存
立
す
る
も
の
・
を
考
へ
・
る
こ
ご
を
必
要
こ
す

る
。
政
治
現
象
の
上
に
締
て
も
支
那
文
字
の
借
用
は
事
實

を
粉
飾
し
柁
こ
ε
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
凡
て
が

形
式
ご
外
観
の
み
で
あ
っ
π
ご
し
て
論
じ
去
る
べ
き
も
の

で
あ
る
か
、
他
面
に
於
て
、
人
間
性
の
必
然
こ
し
て
被
治

民
衆
を
思
料
す
る
こ
ε
が
極
め
て
自
然
な
も
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
か
く
人
闇
性
の
自
然
の
成
行
こ
し
て
尊
卑
貴
賎

か
ら
成
立
つ
就
曾
に
於
て
心
理
上
の
湘
互
の
影
響
が
相
作

用
す
る
も
の
こ
す
る
ご
、
當
代
単
玉
に
於
て
見
虎
生
活
の

上
の
模
倣
は
容
易
く
解
回
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
下
層

階
級
に
も
上
流
の
生
活
の
模
倣
が
誘
砂
ら
る
～
ご
同
じ
く

上
流
其
者
に
も
叉
民
衆
の
生
む
だ
も
の
を
取
り
入
れ
て
共

生
活
様
式
を
豊
富
に
し
セ
こ
ご
で
あ
ら
う
◎
胱
曾
の
風
俗

第
鴻
號

・
九
五
　
　
（
山
ハ
ご
五
）



第
．
三
巻
　
　
叢
　
翫
　
　
李
安
朝
女
化
ビ
鷹
民
階
級

の
上
に
於
て
云
ふ
て
も
、
田
樂
の
如
き
も
の
が
上
流
魁
會

に
採
用
せ
れ
π
、
大
江
匡
房
の
洛
陽
田
部
認
が
、
「
初
日
二

部
里
哺
、
二
二
於
公
卿
一
、
」
ざ
し
て
み
る
の
は
、
民
聞
に
起

つ
た
低
級
な
藝
術
が
上
履
に
も
模
倣
せ
ら
れ
、
中
右
記
に

散
見
す
る
如
き
狼
難
な
る
風
流
の
公
卿
聞
に
行
は
れ
セ
こ

ご
は
、
甚
だ
鑛
心
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
だ
で
あ
ら
う
け
れ

ざ
も
、
貴
賎
相
交
る
耐
會
の
心
理
上
の
現
象
ε
し
て
は
必

し
も
甚
し
き
不
自
然
な
成
行
で
は
な
か
つ
セ
で
あ
ら
う
。

而
し
て
其
の
俗
樂
卑
戯
が
時
代
の
経
過
に
つ
れ
て
、
新
貴

族
階
級
こ
も
画
す
べ
き
武
士
階
級
に
結
び
付
い
て
行
く
ε

見
る
こ
ご
は
、
極
め
て
、
．
道
筋
の
あ
る
過
程
だ
こ
云
ふ
こ

錆
魍
號

ふ
ル
山
脚
　
（
六
二
山
ハ
）

ご
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
同
じ
や
う
に
民
衆

的
な
宗
敏
信
仰
ε
上
居
階
級
に
探
聴
せ
ら
れ
、
貴
族
化
す

る
ご
共
に
上
面
階
級
の
信
仰
が
同
様
な
る
精
紳
を
下
暦
に

導
い
た
こ
せ
も
相
傘
ぷ
現
象
で
あ
ら
う
。

　
か
く
て
李
安
朝
撫
民
階
級
が
時
代
の
文
化
ご
相
接
鯛
す

る
機
縁
が
出
架
る
の
で
あ
ら
う
。
文
化
獲
達
が
是
等
事
情

か
ら
説
明
さ
る
べ
き
も
の
が
少
く
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
民

衆
は
永
久
に
其
蒙
昧
な
る
生
活
か
ら
向
上
す
る
こ
ご
が
出

來
な
い
の
で
あ
る
。
又
時
代
維
過
に
つ
れ
て
攣
移
す
る
文

化
荷
櫓
…
者
纏
る
新
階
級
の
登
生
の
困
由
を
求
む
る
に
困
難

だ
ビ
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

ヘ
ン
リ
四
二
時
’
代
の
二
二

（
下
）

特
に
都
市
の
勃
興
に
就
い
て

●

文
學
士
植
　
村
　

清
　

之
　

助


