
　
　
　
第
七
巷
　
　
雑
纂
．

す
べ
し
。
而
し
て
殊
に
慈
鎭
和
爾
の
示
寂
に
際
し
、
其
座

に
浮
土
付
注
派
の
租
た
る
謹
塞
上
人
の
在
り
し
ビ
い
ふ
が

如
き
、
從
風
湿
ざ
皇
嗣
た
り
し
慈
鎮
和
爾
ご
謹
如
上
入
ご

の
關
係
に
、
正
に
炬
火
を
投
ず
る
も
の
こ
し
て
珍
重
す
べ

し
Q

　
猫
此
の
奮
砂
本
「
慈
鎭
和
欝
傳
」
の
本
文
に
就
き
て
、
一

々
之
を
仔
細
に
尋
繹
槍
嫉
せ
ば
、
更
に
得
る
恩
多
か
る
べ

西
印
度
ナ
ー
シ
ソ
〃
に
於
け
る
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
紐
ハ
四
二
八
）

き
こ
ビ
は
殆
ご
疑
を
容
れ
す
。
然
る
に
予
は
素
り
國
史
を

専
攻
す
る
者
に
も
あ
ら
す
、
自
ら
其
任
に
非
る
こ
ご
を
知

れ
ば
、
乃
ち
今
は
姑
ら
く
一
言
紹
介
を
試
み
る
の
み
Q
若

し
其
本
宮
の
全
部
の
磯
表
の
如
き
は
、
夙
に
畏
友
橋
川
正

君
の
切
な
る
懇
悪
あ
り
、
將
に
近
目
を
以
て
之
を
世
に
公

に
し
、
橋
川
震
並
に
世
の
國
史
家
の
精
細
な
る
研
究
を
待

た
す
ご
す
Q
（
完
）

西
印
度
ナ
ー
シ

ツ
ク

に
於
け
る
ゴ
ー
タ

ミ
ー
プ
｝
ラ
窟
に
慌
て
．

（
下
）

文
學
士
澤
村
專
太
郎

四

　
こ
の
窟
院
の
建
築
的
装
飾
の
意
匠
は
、
す
べ
て
其
前
面

の
外
部
に
集
注
せ
ら
れ
て
る
る
Q
も
ε
洞
窟
は
そ
の
性
質

に
於
て
中
塞
に
屋
蓋
を
投
現
す
る
が
如
き
事
の
出
來
難
い

事
情
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
外
形
上
に
美
観
を
獲
揮
す
る
事

は
、
そ
の
前
面
に
限
局
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
從
っ

て
洞
窟
前
面
に
於
て
建
築
上
の
外
槻
美
を
保
持
せ
む
電
す



る
事
は
、
皇
院
設
計
家
の
慣
用
手
段
で
あ
る
が
、
此
意
味

に
於
て
最
も
古
く
か
ら
建
築
的
装
飾
の
凝
ら
さ
れ
た
も
の

は
、
支
提
に
属
す
る
諸
軍
で
あ
る
○
毘
詞
羅
に
属
す
る
洞

窟
に
於
て
も
、
時
代
の
降
る
に
從
っ
て
、
繰
れ
に
装
飾
美

を
綾
揮
せ
む
ご
す
る
も
の
が
現
は
れ
て
る
る
が
、
こ
の
窟

院
の
如
き
も
亦
多
少
這
般
の
意
味
に
於
て
注
目
す
べ
き
も

の
、
一
で
あ
る
。

　
こ
の
前
面
に
於
け
る
装
飾
は
、
す
べ
て
建
築
構
造
に
基

い
て
意
匠
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
，
部
ち
建
築
構
造
上
の
意
匠

を
彫
刻
に
依
っ
て
現
は
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
先
づ
其
前

讐
は
欄
溝
形
を
表
は
し
、
其
下
に
は
木
材
権
造
を
示
し
淀

桁
を
刻
出
し
、
之
を
支
ふ
る
に
石
柱
を
以
て
し
π
も
の
で

あ
る
。
柱
は
す
べ
て
前
廊
の
外
面
に
誓
う
て
六
基
あ
っ

て
、
別
に
左
右
爾
…
端
に
は
壁
柱
が
現
は
さ
れ
て
み
る
。
柱

の
下
端
に
は
、
前
讐
に
於
け
る
欄
楯
形
ご
同
機
な
る
欄
干

を
表
は
し
て
み
る
が
、
更
に
そ
の
下
に
は
血
中
を
表
は
し

て
、
そ
の
中
中
に
は
陽
刻
を
以
て
一
章
宛
の
守
護
帥
ビ
畳

　
　
　
第
七
巻
　
　
維
　
藤

西
印
度
ナ
ー
シ
ッ
’
ク
に
於
け
る
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
難

し
き
も
の
を
陽
刻
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
等
の

細
部
に
は
彫
刻
的
装
飾
が
加
へ
ら
れ
、
頗
る
典
麗
な
る
趣

を
示
し
て
み
る
。
即
ち
之
を
構
造
的
装
飾
か
ら
云
へ
ば
、

木
材
構
造
に
基
い
た
意
匠
を
示
し
て
み
る
も
の
ビ
云
ひ
得

ら
れ
る
が
、
更
に
之
を
仔
細
に
見
れ
ば
．
幾
多
の
興
味
あ

る
要
素
を
右
脚
っ
て
み
る
。

　
殊
に
上
下
の
欄
楯
形
に
於
け
る
装
飾
的
彫
刻
文
機
は
、

甚
だ
多
趣
味
な
る
も
の
で
あ
る
Q
も
こ
欄
楯
の
構
造
は
礎

材
ご
隅
柱
ご
間
柱
ご
横
木
ご
、
而
し
て
笠
木
に
依
っ
て
成

立
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
極
付
の
欄
楯
形
に
於

て
は
是
等
の
表
面
の
す
べ
て
に
彫
刻
的
装
飾
文
楼
が
加
へ

ら
れ
、
前
面
よ
り
望
め
ば
、
全
く
装
飾
文
楼
の
集
團
ご
考

へ
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
其
上
方
な
る
欄
蝶
形
に
曾
て
は
、

笠
木
に
於
て
銀
輪
灌
花
に
花
束
繋
を
配
し
、
其
丈
問
を
睡

皿
形
に
依
っ
て
繋
い
だ
横
帯
陽
刻
交
楼
が
あ
り
、
横
木
の

上
中
下
の
三
者
に
は
、
柱
問
に
各
一
個
の
花
文
を
刻
し
、

柱
に
於
て
も
此
横
木
に
憾
じ
て
上
中
下
の
三
部
に
各
一
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
七
　
（
四
二
九
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
維
纂

乃
至
野
獣
の
花
文
を
刻
し
て
み
る
。
典
礎
材
に
當
れ
る
部

分
に
は
、
牛
、
象
、
獅
子
、
筆
端
羅
魚
、
人
物
形
等
に
蔓

草
を
配
し
た
陽
刻
が
あ
る
。
下
方
に
於
け
る
欄
楯
の
装
飾

的
彫
刻
の
如
き
も
、
ま
た
前
者
ご
大
な
る
相
異
が
な
い
。

第圃

西
印
度
ナ
ー
シ
ソ
〃
に
於
け
る
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

…）lil“2‘：；i一口Bn［m

illt㌃考τ「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
四
三
〇
）

の
交
楼
の
性
質
か
ら
考
へ
る
ご
、
》
臼
p
聾
6
¢
の
も
の
に

較
類
似
す
る
所
が
あ
っ
て
、
そ
の
年
代
に
於
て
も
彼
此
の

相
接
近
し
た
も
の
な
る
事
が
知
れ
る
。
殊
に
そ
の
花
文
が

其
一
個
に
就
い
て
も
著
し
く
複
雑
な
る
構
圖
を
示
し
て
ゐ

一
跨
彗
弼
懇
∴

　
　
　
　
　
　
　
’

劃
．

｛
『
≧
．
．

　
　
ボ

　聾心，

戟c
〆
畠
＼

　
F
．
－
ー
ト
r
…
L
L
一
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
一
口
㌦
じ
；
い

か
、
る
装
飾
的
彫
刻
を
有
す
る
欄
楯
の
類
は
、
ω
ぎ
魯
ボ
団
賃

α
警
茜
蝿
？
匹
轟
3
暮
を
始
め
こ
し
て
b
ヨ
9
肯
く
p
鯵
等
の

佛
敷
的
遺
跡
か
ら
螢
見
せ
ら
れ
た
其
石
製
遺
物
ご
比
較
す

れ
ば
、
そ
の
性
質
を
更
に
明
確
に
す
る
事
が
出
去
る
。
そ

る
の
み
な
ら
す
、
欄
楯
全
禮
の
装
飾
的

意
匠
の
如
き
も
、
甚
だ
し
く
豊
富
な
る

状
態
を
呈
し
て
み
る
瓢
に
於
て
、
彼
此

の
類
似
し
て
み
る
事
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
前
面
に
於
け
る
上
下
爾
様
の
欄
楯

形
の
陽
刻
が
、
洞
内
の
正
面
に
於
け
る

陽
刻
佛
塔
に
着
て
も
表
は
さ
れ
て
み
る

が
、
回
れ
も
亦
花
文
装
飾
を
有
し
、
そ

の
性
質
の
如
き
も
亦
全
く
振
回
を
一
に

し
て
み
る
。
（
第
一
圖
）

　
此
欄
楯
ご
共
に
、
更
に
注
目
す
べ
き
は
、
此
洞
窟
の
入

ロ
に
於
け
る
装
飾
的
彫
刻
で
あ
る
。
是
は
し
り
ぎ
。
寓
に
於

け
る
諸
佛
塔
に
遺
存
す
る
門
（
日
茜
昌
p
）
ご
同
様
な
る
形
式



の
門
形
を
表
は
し
て
み
る
が
、
是
は
彼
れ
に
比
し
て
少
し

く
簡
輩
な
る
形
式
で
、
上
方
に
は
横
木
形
の
二
個
の
み
を

有
す
る
に
…
過
ぎ
ぬ
。
共
爾
…
端
は
二
個
共
に
象
鼻
の
如
“
捲

形
を
な
し
て
み
る
が
、
是
れ
亦
ω
ぎ
。
ぼ
の
も
の
こ
、
併

せ
て
考
ふ
れ
ば
、
虹
ハ
原
始
的
形
式
を
明
か
に
す
る
事
の
出

來
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
ω
貯
。
窯
に
於
け
る
も
の
は
、

共
爾
端
が
記
文
状
に
刻
せ
ら
れ
て
る
る
。
彼
此
の
形
式
を

比
較
す
る
ご
、
い
此
糸
の
四
N
形
の
上
部
に
於
け
る
横
木
は
、

も
ビ
ァ
ー
チ
歌
に
轡
濡
し
た
形
状
に
あ
っ
た
の
で
、
此
原

始
的
形
式
が
是
等
の
横
木
の
爾
端
に
留
め
ら
れ
て
み
る
の

で
あ
る
。
》
鑓
9
曇
、
騨
偽
の
彫
刻
的
遺
物
の
う
ち
に
は
、
罪

種
の
原
始
的
形
式
を
想
起
せ
し
め
る
が
如
き
陽
刻
が
見
ら

れ
得
る
が
、
是
等
ビ
併
せ
て
考
ふ
れ
ば
、
愈
々
此
横
木
に

於
け
乃
象
雲
形
が
門
形
の
構
造
的
原
意
を
示
す
も
の
で
あ

も
事
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
横
木
の
下
方
の
も

の
、
町
端
ご
門
柱
と
に
は
獅
子
形
の
持
逡
が
彫
刻
せ
ら
れ

て
る
る
。
同
じ
く
土
方
の
横
木
の
爾
端
に
も
一
種
の
柱
形

　
　
　
第
七
巷
　
　
雑
纂

西
印
度
ナ
ー
シ
ソ
ク
に
於
け
る
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
晶
肌
て
（
下
）
第
一
二
號

の
持
逡
が
表
は
さ
れ
て
み
る
。
下
方
の
横
木
の
入
口
に
接

す
る
下
面
爾
端
に
は
繰
込
ま
れ
た
戴
形
が
一
罪
宛
あ
る
。

是
れ
は
恐
ら
く
入
口
の
戸
を
柑
加
す
る
目
的
を
以
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
此
門
形
の
表
面
に
は
す
べ
て
陽
刻

の
装
飾
的
彫
刻
が
加
へ
ら
れ
て
る
る
事
は
、
ω
宮
。
寓
に
於

け
る
も
の
ε
同
楼
で
あ
る
。

　
先
づ
上
方
な
る
第
一
の
横
木
に
は
、
左
右
爾
端
の
象
鼻

の
巾
間
に
七
個
の
舵
機
瀧
花
文
の
繊
列
が
め
つ
て
、
共
の

花
文
ご
花
交
ビ
の
中
間
は
、
上
下
に
開
け
る
睡
蓮
側
面
文

を
以
て
連
結
せ
ら
れ
て
る
る
。
第
二
の
横
木
に
は
、
か
の

前
籍
に
於
け
る
烈
烈
の
笠
木
に
於
け
る
交
様
ご
同
楼
な
る

装
飾
交
が
沸
せ
ら
れ
て
る
る
。
第
一
の
横
木
と
第
二
の
横

木
こ
の
間
に
は
、
入
基
の
支
柱
形
ご
一
基
の
柱
型
持
邊
ご

に
依
っ
て
、
支
持
す
る
勢
ひ
を
な
し
て
み
る
。
各
支
柱
を

隔
て
、
入
匿
の
面
が
作
ら
れ
て
み
る
が
、
そ
の
中
央
の
も

の
は
最
も
大
に
し
て
、
之
れ
に
は
中
心
に
塔
形
を
刻
し
、
、

共
左
右
に
は
各
一
歴
の
思
事
像
が
表
は
さ
れ
て
み
る
Q
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
九
　
（
鮒
三
一
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
雑
　
纂

左
方
な
る
一
匿
に
は
柱
上
法
輪
形
を
陽

刻
し
、
之
れ
に
隣
接
す
る
二
匠
に
は
各

一
三
の
合
掌
立
像
を
表
は
し
て
み
る
叉

中
央
塔
の
右
方
な
る
一
転
に
は
聖
樹
を

表
は
し
、
回
れ
に
隣
接
せ
る
二
三
に
は

各
一
口
の
一
堂
・
立
像
が
表
は
さ
れ
て
み

る
。
此
門
柱
に
は
左
右
共
に
そ
の
下
端
第

に
力
士
形
ご
淫
し
き
も
の
一
躯
を
表
は

し
て
、
之
を
支
ふ
る
の
勢
を
な
さ
し
め
・
二
～

て
る
る
。
門
柱
は
左
右
共
に
各
々
五
段

に
涯
分
せ
ら
れ
、
各
段
に
は
男
女
若
く
圃
’

ば
婦
人
等
の
風
俗
的
陽
刻
が
表
は
さ
れ

て
み
る
。
早
旦
の
風
俗
的
彫
刻
は
、
屡

西
印
度
ナ
ー
シ
ソ
ク
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
司
1
．
．

々
佛
敢
寺
院
の
門
柱
に
絃
贈
号
は
彫
刻

に
依
っ
て
現
は
さ
れ
て
み
る
も
の
で
、

と
鋤
昌
3
を
如
め
ご
し
て
、
西
印
度
に
於

け
る
多
数
の
石
窟
寺
に
於
け
る
入
口
に

．
嫉
鐡
ン

蒸
…
・

　
　
　
華
、
㌔
．

　
　
．
P
痛
噸
、
㌔

｝
癒
’
曳
．
」

’
　
　
｝
窪
・
三
“
．
ま
、

、
燈

　
ゾ
ノ 婆頂

．〆陀．

　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
四
三
二
）

於
て
見
ら
れ
得
る
も
の
で
、
一
種
の
沸
話

を
現
は
し
だ
も
の
、
や
う
で
あ
る
。
此
門

柱
の
左
右
に
は
、
右
手
に
蓮
花
を
執
り
、

・
左
手
を
腰
の
邊
に
置
け
る
守
護
帥
の
立
像

が
三
一
躯
一
刻
せ
ら
れ
て
る
る
。
要
す
る

に
此
洞
窟
入
口
に
於
け
る
ト
ラ
ナ
形
は
、

．
印
度
回
転
に
於
け
る
入
口
の
構
造
的
装
飾

こ
し
て
類
例
甚
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
印
度

．
の
一
般
建
築
物
に
於
け
る
構
造
の
一
種
の

標
式
を
語
る
も
の
ご
云
ひ
得
ら
れ
る
。
之

を
以
て
日
ρ
×
闘
冨
に
於
け
る
し
∩
マ
冨
℃
の

第
一
號
祠
堂
に
於
け
る
建
築
的
礎
部
に
表

は
さ
れ
た
三
種
門
形
ご
比
較
し
、
且
つ
其

　
一
が
全
ズ
零
れ
ご
同
一
様
式
な
る
事
を
見

一
れ
ば
、
愈
々
研
究
上
此
門
形
の
興
味
あ
る

．
資
料
こ
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
事
が
知



れ
る
で
あ
ら
う
。
（
第
二
圖
）

　
叙
上
の
構
造
的
装
飾
ご
共
に
逸
し
難
き
も
の
は
、
前
廊

の
外
面
に
洛
ひ
て
造
ら
れ
て
み
る
柱
及
び
壁
柱
で
あ
る
Q

此
柱
は
す
べ
て
六
基
あ
る
が
、
そ
の
二
基
は
下
部
が
破
損

七
て
る
る
。
早
耳
身
は
八
角
形
を
な
し
、
柱
頭
は
壼
形
を

第三
γ

圖
．

翫

．
、
ガ
、

饗
F
♂
掌
し
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．
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臨
「
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・
　
、
　
　
　
・
　
　
し
　
」

有
し
、
そ
の
上
方
に
は
四
隅
に
量
子
形
の
持
邊
を
以
て
方

形
の
皿
板
を
支
へ
、
漸
次
上
部
に
至
る
に
從
ひ
其
大
さ
を
、

加
へ
て
六
段
を
重
ね
て
み
る
。
其
最
上
端
に
は
或
は
象
、

或
は
牛
、
或
は
獅
子
の
一
野
を
前
面
に
表
は
し
、
眠
れ
に
駕

乗
ず
る
数
躯
の
入
物
を
刻
し
て
前
讐
を
支
ふ
る
の
勢
を
な

　
　
　
第
七
巻
　
　
雑
纂

西
印
度
ナ
ー
シ
ソ
ク
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

し
て
み
る
。
此
種
の
柱
頭
彫
刻
を
有
す
る
柱
は
、
古
式
な

る
支
提
洞
に
曾
て
屡
々
見
る
所
の
も
の
で
、
此
洞
窟
よ
り

後
れ
て
成
り
し
洞
窟
に
於
て
も
往
々
其
墾
形
ご
認
む
べ
き

も
の
が
傳
へ
ら
れ
て
る
る
。
柱
身
は
奉
滑
な
る
入
角
形
に

し
て
、
装
飾
的
彫
刻
の
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
け
れ
ご
も

　
　
　
　
　
　
　
其
三
三
に
至
っ
て
は
、
甚
だ
注
目
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
き
彫
刻
的
装
飾
を
傳
へ
て
る
る
。
壁
柱

　
　
　
　
　
　
　
の
形
式
は
大
鯛
に
於
て
馬
面
状
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
て
る
る
け
れ
こ
も
、
其
面
を
三
分
し
て

　
　
　
　
　
　
　
輕
く
繰
形
を
現
は
し
て
み
る
が
、
是
は

　
　
　
　
　
　
　
要
す
る
に
入
角
柱
の
意
匠
を
模
擬
し
紀

　
　
　
　
　
・
・
，
形
式
を
示
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
其

上
端
に
は
、
か
の
門
柱
の
第
二
横
木
の
丈
機
と
同
機
な
る

彫
刻
的
装
飾
帯
を
表
は
し
、
其
下
に
は
細
き
里
塚
を
刻
し

て
、
四
辮
花
ご
幾
何
思
様
ご
が
交
亙
に
連
ね
ら
れ
て
み
る

而
し
て
転
身
の
中
央
部
に
於
て
は
、
圓
輪
の
橡
に
細
き
縄
．

形
の
装
飾
を
以
て
橡
ざ
ら
れ
た
中
に
、
一
大
蓮
花
を
刻
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
「
　
（
四
三
三
）



　
　
　
第
七
巷
　
　
維
　
纂

し
て
み
る
。
而
し
て
其
左
右
爾
端
は
上
下
に
開
け
る
二
個

の
睡
蓮
側
面
交
を
以
て
、
其
装
飾
を
犠
成
し
て
み
る
。
之

を
中
心
こ
し
て
上
部
及
び
下
部
に
土
牢
圓
輪
の
蓮
花
文
を

陽
刻
し
て
み
る
が
、
此
上
下
二
渚
の
花
文
は
同
一
機
式
の

も
の
で
、
中
央
の
も
の
こ
は
較
、
々
其
趣
を
異
に
し
て
み
る

郎
ち
巾
央
の
花
文
は
野
花
辮
の
周
財
部
が
圓
味
を
有
し
て

寧
ろ
扁
李
に
近
き
も
の
で
あ
る
が
、
上
下
の
花
文
に
あ
っ

て
は
其
周
團
部
が
ご
が
っ
て
、
同
時
に
復
欝
を
な
し
て
み

る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
是
等
の
彫
刻
花
文
は
輕
き
隆
起
を

示
し
て
み
る
に
留
ま
り
、
寧
ろ
強
き
閲
凸
を
示
し
て
は
み

な
い
。
從
っ
て
交
楼
ε
し
て
は
益
々
楽
章
に
傾
き
、
緯
書

的
意
匠
に
即
し
て
彫
刻
的
意
匠
の
大
脆
な
る
風
趣
を
螂
へ

ざ
る
親
が
あ
る
。
或
は
木
材
彫
刻
に
於
け
る
刀
法
の
鋭
利

な
る
調
子
を
残
せ
る
が
加
…
き
趣
が
あ
っ
て
、
大
伽
藍
に
於

け
る
装
飾
的
丈
様
と
し
て
は
、
温
々
繊
細
に
過
ぎ
た
る
が

如
き
趣
を
残
し
て
み
る
。
此
黙
に
於
て
是
は
訟
磐
露
の

第
拾
六
番
洞
に
於
け
る
彫
刻
的
文
標
に
類
似
し
た
る
特
徴

西
印
疫
ナ
ー
シ
ソ
〃
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
（
四
三
四
）

を
有
し
て
み
る
が
、
此
花
文
は
寧
ろ
か
の
彫
刻
的
特
徴
よ

「
り
も
、
、
一
撃
絡
需
的
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
先
騙
を
な
す
が

如
き
槻
を
示
し
て
み
る
。
（
第
三
圖
）

　
凡
そ
壁
柱
に
於
け
る
彫
刻
的
髪
飾
は
、
印
度
に
於
け
る

洞
窟
的
寺
院
の
建
築
的
装
飾
と
し
て
、
最
も
重
要
な
る
要

素
を
制
す
も
の
で
あ
る
。
殊
に
減
等
羅
洞
に
於
け
る
装
飾

こ
し
て
、
此
身
柱
面
を
捉
へ
、
蕪
重
な
る
大
花
文
を
之
れ

に
窯
出
し
、
以
て
洞
窟
の
内
外
に
於
て
極
め
て
嚴
鷲
な
る

外
題
を
示
さ
む
ご
す
る
事
は
、
洞
窟
建
設
家
の
最
も
意
を

用
ゐ
π
黙
で
あ
る
。
け
れ
ざ
も
毘
討
羅
洞
が
爾
ほ
著
し
き

登
達
を
示
す
こ
ご
な
一
、
落
懸
鱗
に
於
て
も
必
ず
し
も
精

力
を
傾
注
す
る
に
及
ば
な
か
っ
た
頃
に
起
て
は
、
壁
柱
花
．

交
の
如
き
は
固
よ
り
見
る
べ
き
も
の
を
出
し
て
み
な
か
っ

た
が
、
心
誤
羅
が
一
面
に
嘗
て
僑
尼
の
住
房
で
あ
り
、
他

面
に
煽
て
信
仰
的
樹
象
の
祠
堂
こ
な
っ
て
、
儀
式
的
意
昧

を
加
へ
量
る
に
及
ん
で
、
次
第
に
他
の
装
飾
的
意
匠
ご
共

に
熟
達
し
來
る
に
至
っ
元
の
で
あ
る
。
査
鴛
¢
に
於
て
も
．



第
拾
六
番
及
び
第
拾
七
番
の
爾
隊
士
風
洞
は
、
從
來
の
給

肉
的
装
飾
．
臥
王
義
よ
り
一
歩
を
…
進
め
て
、
織
れ
に
彫
刻
的
要

素
を
加
味
せ
む
ご
す
る
の
勢
ひ
を
示
す
に
至
っ
て
み
る
。

け
れ
こ
も
構
ほ
是
等
の
洞
窟
に
重
て
は
、
此
種
の
大
花
文

を
壁
柱
面
に
投
現
す
る
遙
に
は
至
っ
て
み
な
い
。
唯
他
の

柱
に
於
て
見
た
る
絡
需
的
交
様
を
彫
刻
化
し
た
こ
云
ふ
に

切
拘
ま
っ
て
み
る
。
陥
然
る
に
此
洞
惚
屈
に
曾
て
は
既
に
明
か
に

壁
柱
上
に
大
花
文
を
呈
出
せ
む
ご
す
る
の
風
潮
を
示
し
て

み
る
の
で
あ
る
。
》
血
汐
か
の
第
拾
六
番
洞
は
洞
窟
に
於
け

る
多
く
の
他
の
特
微
に
於
て
、
此
洞
窟
よ
り
も
遙
か
に
進

歩
し
、
從
っ
て
其
年
代
に
於
て
も
後
れ
て
成
っ
た
も
の
で

あ
る
。
部
ち
之
よ
り
も
百
五
拾
年
乃
至
二
百
年
の
後
に
於

て
掘
…
開
せ
ら
れ
た
も
の
ビ
寝
せ
ら
れ
る
が
、
此
洞
窟
に
於

て
既
に
明
か
に
毘
訂
羅
洞
の
彫
刻
装
飾
に
劃
す
る
意
途
の

現
は
れ
來
れ
る
事
を
見
る
は
、
極
め
て
興
味
あ
る
事
實
で

あ
る
。
》
智
箕
P
に
於
て
は
、
此
洞
窟
ご
年
代
を
一
に
し
、

又
そ
の
性
質
を
同
じ
く
す
る
毘
訓
読
に
は
乏
し
き
が
故
に

　
　
　
錐
面
巷
　
　
雑
纂

西
園
渡
ナ
ー
》
ツ
〃
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

こ
の
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
は
か
の
一
大
縫
列
に
於
け
る

暗
職
を
補
綴
す
る
に
於
て
、
甚
だ
重
要
な
る
資
料
ご
な
し

得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
部
ち
少
く
せ
も
此
壁
柱
面
に
於
け

る
圓
輪
花
交
の
如
き
は
、
か
の
後
世
に
撃
て
一
大
獲
展
を

途
げ
た
所
の
洞
窟
毒
茸
彫
刻
丈
の
前
駆
を
な
し
、
而
し
て

“
男
茎
達
の
原
始
的
段
階
を
明
か
に
す
る
も
の
で
見
ら
れ
得

一
る
も
の
で
あ
る
○
け
れ
．
定
も
元
來
洞
窟
に
於
け
る
柱
の
様

，
式
は
、
多
く
は
八
角
柱
で
あ
る
が
故
に
、
か
く
の
如
き
圓

輸
花
交
は
、
一
般
の
柱
に
於
け
る
装
飾
文
こ
し
て
は
、
不

合
理
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
壁
柱
に
見
る
が
如
き
圓
輪
花

忍
は
、
　
一
般
の
柱
に
於
け
る
装
飾
文
機
よ
り
脱
化
し
來
る

　
べ
き
も
の
で
は
な
い
Q
去
れ
研
究
上
更
に
注
目
を
要
す
べ

き
黙
で
あ
る
。
然
ら
ば
是
れ
果
し
て
何
者
の
意
匠
よ
り
來

　
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
Q

　
此
問
題
の
解
決
は
、
印
度
古
代
の
建
築
装
鮪
上
、
可
成

に
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
碧
し
予
の
見

る
所
に
し
て
談
な
み
ご
す
れ
ば
、
留
れ
は
正
し
く
か
の
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
（
四
三
五
）



　
　
　
第
七
巻
　
　
雑
纂

楯
に
於
け
る
中
間
柱
に
於
け
る
装
飾
的
意
匠
ピ
結
合
し
て

考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
既
に
洞
窟
前
面
の
欄
楯
形
彫

刻
に
於
て
見
た
る
が
如
く
、
此
種
の
柱
面
に
於
て
は
横
木

に
呼
癒
し
て
、
三
段
乃
至
四
段
に
分
っ
て
、
花
文
を
刻
す

る
粛
甲
が
、
極
め
て
古
い
時
代
か
ら
試
み
ら
れ
、
既
に
西
紀

以
前
に
於
け
る
遺
物
に
慌
て
も
、
此
種
の
作
例
を
留
め
て

み
る
。
此
種
の
意
匠
は
石
造
の
欄
楯
は
勿
論
、
木
造
の
欄

楯
に
於
て
も
試
み
ら
れ
て
み
た
ビ
信
ず
べ
き
理
由
が
あ
る

而
し
て
更
に
そ
の
原
始
的
意
味
に
遡
．
つ
て
考
へ
る
ご
、
石

造
欄
楯
は
固
よ
り
木
造
欄
楯
の
模
倣
に
外
な
ら
濾
が
、
木

造
欄
楯
に
於
け
る
此
種
の
圓
輪
文
は
、
恐
ら
く
薄
き
金
属

製
の
装
飾
具
で
あ
っ
た
も
の
こ
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
之
れ

か
ら
脱
化
し
て
遽
に
は
木
造
及
び
石
造
の
爾
岩
に
蓮
じ
て

欄
楯
の
中
聞
柱
に
継
て
彫
刻
若
く
ば
絡
書
を
以
て
表
は
さ

れ
る
に
至
り
、
更
に
溢
れ
が
慶
轄
爽
達
し
た
も
の
こ
考
へ

ら
れ
る
◎
か
く
の
如
さ
壁
柱
上
の
装
飾
劉
輪
花
文
は
要
す

る
に
此
種
の
欄
楯
に
於
け
る
意
匠
よ
り
脱
化
し
た
も
の
ご

四
葉
渡
ナ
ー
シ
ソ
〃
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
テ
窟
に
就
て
（
下
）
第
一
二
號

云
ふ
事
に
鰭
す
る
の
で
あ
る
。

五

L
九
閃
門
　
中
皿
一
二
山
ハ
）

　
此
洞
窟
に
は
以
上
の
如
く
、
建
築
的
構
造
に
結
合
せ
る

装
飾
的
彫
刻
を
存
せ
る
も
、
之
を
軍
濁
に
彫
刻
方
面
か
ら

考
察
す
べ
き
材
料
に
は
、
寧
ろ
乏
し
い
の
で
あ
る
。
け
れ

ざ
も
既
に
言
及
し
た
所
に
依
る
も
、
多
少
そ
れ
が
遺
存
す

る
事
は
知
り
得
ら
れ
る
。
即
ち
そ
の
遺
存
す
る
著
し
き
も

の
は
、
洞
窟
前
の
下
方
欄
楯
の
下
に
於
け
る
六
魎
の
像
定

入
ロ
の
円
形
の
左
右
漸
騰
に
於
け
る
二
尉
の
立
像
ご
、
門

柱
に
於
け
る
構
圖
的
彫
刻
ε
、
而
し
て
洞
内
正
面
に
於
け

る
聖
像
彫
刻
に
結
合
せ
る
彫
刻
ご
で
あ
る
。

　
概
言
す
れ
ば
、
是
等
の
彫
刻
は
其
技
巧
に
於
て
必
ず
し
・

も
卓
出
し
た
も
の
こ
は
云
ひ
難
い
。
け
れ
ざ
も
共
標
式
に

於
て
西
印
度
の
彫
刻
的
煮
物
の
研
究
上
、
極
め
て
重
要
な

る
成
分
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
づ
前
面
下
方
の
彫
像

は
護
法
紳
で
あ
る
が
、
共
姿
勢
及
び
均
衡
は
甚
だ
胤
野
に



し
て
技
法
の
練
熟
を
歓
い
て
る
る
。
六
っ
て
彫
刻
ビ
し
て

は
、
寧
ろ
見
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
Q
然
る
に
其
彫

刻
的
技
術
に
於
て
は
、
溜
れ
に
似
た
る
特
徴
が
あ
る
け
れ

こ
も
、
入
ロ
の
門
柱
左
右
に
於
け
る
臨
監
の
立
像
は
之
よ

り
も
較
々
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
の
爾
者
は
寺
門
を

謹
持
す
る
勢
に
あ
る
が
、
其
姿
態
は
肥
満
し
て
、
其
背
は

寧
ろ
高
く
な
い
○
然
し
な
が
ら
其
彫
刻
的
落
話
に
於
て
は

放
膿
な
る
裡
に
一
味
の
力
強
き
氣
塊
を
存
し
て
み
る
。
從

っ
て
全
局
に
於
て
練
熟
せ
ら
れ
た
技
巧
的
卓
抜
は
認
め
ら

れ
な
い
け
れ
ざ
も
、
素
撲
の
技
風
に
於
て
一
種
の
含
蓄
を

有
っ
て
み
る
。
之
を
後
に
於
て
西
印
度
に
登
達
し
た
る
彫

刻
に
比
べ
る
ご
、
明
か
に
古
調
を
存
す
る
事
が
認
め
ら
れ

一
見
し
て
か
の
囚
罠
ゆ
及
び
囚
岩
9
犠
の
石
窟
寺
に
存

す
る
彫
刻
ご
類
似
し
て
み
る
事
が
認
め
ら
れ
る
。
共
技
風

の
す
べ
て
の
黙
ご
共
に
、
其
彫
像
の
風
俗
に
於
て
も
亦
同

量
で
あ
る
。
無
風
身
上
よ
り
云
へ
ば
、
　
と
鈴
3
の
第
九

番
桐
前
壁
の
需
に
も
多
少
類
似
し
て
み
る
が
、
殊
に
第
十

　
　
　
第
七
巷
　
　
維
漉

油
印
度
チ
ー
ソ
ソ
ク
に
於
け
る
ゴ
聾
タ
ミ
ー
ブ
ト
ラ
窟
に
干
て
（
下
）
第
三
懸

魚
洞
に
於
け
る
周
壁
の
書
に
甚
だ
七
く
似
た
る
黙
が
あ
る

け
れ
ざ
も
其
技
術
的
特
徴
に
於
て
は
》
此
彫
刻
の
方
が
寧

ろ
粗
放
な
る
を
竹
兜
れ
な
い
。

　
門
柱
め
構
圖
的
彫
測
に
於
て
も
其
男
女
人
物
の
姿
態
及

び
風
俗
に
於
て
、
亦
前
者
ご
似
だ
る
も
の
が
め
る
。
然
し

此
陽
刻
に
於
て
は
男
女
の
人
物
が
夫
々
活
躍
し
て
、
鉱
ハ
姿

態
の
嚢
状
に
一
種
の
玉
響
を
示
し
て
み
る
。
煮
れ
は
印
度

古
代
に
於
け
る
藝
術
的
特
調
の
一
ビ
な
す
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
此
彫
刻
に
於
て
も
よ
く
遙
般
の
特
徴
を
傳
へ
た
も

の
で
あ
る
。
古
画
の
正
面
な
る
塔
撲
彫
刻
の
左
右
に
於
け

る
供
養
者
の
婦
人
像
は
、
円
柱
左
右
の
そ
れ
よ
り
も
、
一

難
自
然
的
で
あ
る
。
呈
し
て
其
姿
態
の
如
き
も
、
雨
者
共

に
獲
化
が
あ
っ
て
、
門
柚
左
右
の
も
の
、
如
く
輩
調
で
は

な
い
。
其
襟
式
に
於
て
亦
か
の
囚
罠
ゆ
及
び
潟
曽
嘗
象
の

そ
れ
に
、
殊
に
よ
く
似
た
る
黙
が
あ
る
Q
其
技
巧
の
洗
練

を
甘
く
が
如
く
し
て
、
而
か
も
一
種
の
戚
畳
的
表
精
ご
技

巧
ご
に
富
め
る
が
如
き
は
、
特
に
著
し
く
看
取
せ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
．
（
四
三
七
）



　
　
　
第
七
谷
　
　
雑
纂

特
微
ビ
せ
ね
ば
な
ら
澱
。

　
凡
そ
是
等
の
諸
彫
刻
を
以
て
代
表
せ
ら
れ
翫
べ
き
西
印

度
に
於
け
る
最
も
古
き
彫
刻
遺
物
の
黒
髪
を
仔
細
に
吟
昧

す
れ
ば
、
…
幾
多
の
注
目
す
べ
き
暗
示
が
與
へ
ら
れ
る
。
そ

の
最
も
重
要
な
る
も
の
、
一
は
、
是
等
の
彫
刻
に
於
て
、

断
謂
継
麩
羅
式
彫
測
の
戚
化
の
何
等
著
し
き
痕
泌
を
留
め

ざ
る
事
で
あ
る
Q
若
し
之
を
以
て
更
に
古
き
時
代
の
彫
刻

的
遺
物
の
上
に
、
そ
の
系
統
を
討
ね
る
時
は
、
寧
ろ
紀
元

以
前
の
諾
彫
刻
の
上
に
、
之
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が

あ
る
り
即
ち
か
の
溶
鋸
号
P
ρ
期
、
寒
く
ば
そ
れ
以
前
に
於

け
る
孔
雀
王
朝
文
化
の
圏
内
に
生
長
し
た
所
の
更
に
古
き

時
期
の
彫
刻
附
様
式
を
織
承
傳
配
し
た
る
痕
迩
の
著
し
い

事
が
認
め
ら
れ
る
。
若
し
吾
人
の
所
見
に
し
て
誤
な
し
ご

す
れ
ば
、
所
謂
酉
印
度
式
な
る
彫
刻
、
即
ち
更
に
後
に
至

り
て
此
の
地
方
に
於
て
褒
達
を
…
逐
ぐ
る
所
の
佛
敢
彫
刻
は

是
等
の
薄
霧
ざ
諸
箆
ρ
囚
筈
戸
ぎ
箔
等
の
古
彫
刻
よ
り
流

れ
て
猶
達
を
な
せ
し
も
の
で
、
そ
の
聞
多
少
、
中
印
度
式

酉
印
度
ナ
ー
シ
ソ
ク
に
於
け
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
茸
ブ
ト
ラ
窟
に
就
て
（
下
）
第
三
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
（
四
三
入
）

の
典
麗
な
る
作
風
の
刺
戟
を
受
け
た
ご
は
云
ふ
も
、
共
根

齋
に
撃
て
は
此
種
の
古
彫
刻
の
精
製
ご
様
式
を
縫
承
し
た

も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
此
時
期
以
後
の
西
印
度
に
於
て
、

か
の
健
懸
羅
式
彫
刻
等
化
の
深
き
も
の
を
留
め
ざ
る
理
宙

は
、
要
す
る
に
此
黙
に
蹄
着
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
が
あ

る
ご
思
は
れ
る
ゆ

　
か
く
の
如
く
ゴ
！
タ
ミ
ー
ブ
ト
ラ
窟
は
、
そ
の
洞
窟
の

建
築
的
方
面
に
於
て
は
、
必
ず
し
も
雄
大
な
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
の
銘
文
ご
共
に
建
築
的
牲
質
及
び
群
れ
に
加

へ
ら
れ
た
る
装
飾
的
彫
刻
を
始
め
こ
し
て
、
洞
内
の
塔
標

彫
刻
の
如
き
、
何
れ
も
興
黒
め
る
研
究
資
料
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
Q
郎
ち
．

　
第
一
　
毘
誕
羅
洞
の
建
築
的
精
瀞
ご
其
様
式
ε
の
薮
展

　
　
の
一
儲
す
る
過
渡
期
の
作
物
た
る
事
を
示
し
、

　
第
二
号
建
築
構
造
的
意
匠
に
結
合
す
る
彫
刻
が
欄
楯

　
　
及
び
門
標
等
、
印
度
古
代
の
建
築
史
上
に
於
け
る
諸

　
　
問
題
に
謝
す
る
暗
示
を
與
ふ
る
の
み
な
ら
す
、



　
第
三
其
彫
刻
的
遺
物
の
模
式
の
如
き
も
、
西
印
度
彫

　
　
刻
の
源
流
が
健
魎
羅
彫
刻
ご
は
盲
管
な
き
を
見
る
上

　
　
の
資
料
こ
な
す
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
其
銘
文
が
印
度
の
一
般
歴
史
研
究
上
に
も
、
幾
多

の
参
考
す
べ
き
根
本
資
料
だ
る
黙
に
於
て
、
此
洞
窟
は
西

印
度
に
存
す
る
多
数
の
石
窟
寺
の
う
ち
、
最
も
注
目
す
べ

き
も
の
、
一
ご
云
は
ね
ば
な
ら
鎗
も
の
で
あ
る
Q
（
党
）

目
一
本
・
の
ビ
ス
マ
ル
ク

文
學
博
士
　
甲

陰

　
今
叢
に
太
李
洋
を
束
航
中
の
私
に
は
，
か
、
る
折
に
恵

ま
る
、
な
る
一
種
特
有
の
閑
日
月
こ
そ
あ
れ
、
同
じ
甲
板

の
上
に
米
、
英
、
露
、
濁
、
支
、
比
、
邊
な
ん
ざ
の
幾
多

の
異
人
種
や
、
機
々
の
使
命
を
帯
び
た
色
々
の
職
業
風
俗

の
入
た
ち
を
乗
せ
た
船
中
の
目
論
は
し
い
生
活
に
入
り
浸

っ
た
こ
の
隔
日
、
ε
て
も
纏
つ
だ
勉
強
氣
分
の
起
り
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

に
な
い
、
け
ふ
ま
で
に
や
つ
ご
四
十
頁
未
満
の
一
小
野
子

だ
け
を
護
み
上
げ
だ
ば
か
り
で
あ
る
Q
こ
れ
は
、
恐
ら
く

　
　
　
第
七
巷
　
　
輔
雛
　
纂
　
　
口
H
本
の
ビ
ス
マ
ル
ク

ば
こ
の
航
海
中
の
喉
訟
の
僻
書
ビ
な
っ
て
了
ひ
さ
う
で
あ

る
。
さ
う
し
て
思
ひ
返
す
ご
、
こ
の
著
書
は
、
確
か
に
同

人
諸
君
の
一
顧
に
便
ひ
す
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、

一
筆
こ
れ
を
御
見
墾
に
入
れ
た
い
。

　
『
國
民
主
義
が
、
國
家
組
織
の
基
礎
こ
な
っ
て
み
る
世
界

史
的
時
代
に
お
い
て
4
凡
そ
】
國
の
内
部
に
於
て
廣
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

獲
化
を
實
行
完
成
し
た
只
々
の
内
で
．
ま
さ
し
く
や
つ
ど

嫌
や
く
な
が
ら
外
需
ご
の
通
商
貿
易
を
開
い
た
、
あ
の

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
九
七
　
（
四
三
九
）


