
第
九
管
第
三
號

大
正
十
三
年
七
月
一
日
登
行

（
通
巻
第
三
十
五
號
）

斯

足
利
時
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の

特
異
の
事
情
に
つ
い
て

岩
　
橋

小

彌
　
太

　
足
利
氏
が
政
柄
を
執
っ
て
か
ら
以
後
、
前
後
五
部
の
勅

撰
和
歌
集
が
編
纂
せ
ら
れ
た
。
帥
ち
そ
れ
を
数
へ
暴
げ
る

ε
次
の
表
の
這
）
で
あ
る
。

　
　
叫
、
風
雅
和
歌
集
　
康
和
三
年
十
月
花
園
院
上
皇
御
自
撰

　
二
、
新
千
載
和
歌
集
　
延
文
元
年
六
月
後
光
嚴
天
皇
の
論
旨
に

　
　
　
第
九
谷
　
　
研
．
究

足
利
糊
代
に
於
け
る
勅
螺
集
編
纂
の
特
異
の
纂
惰
に
つ
い
て

　
よ
っ
て
御
子
左
爲
定
撰

一
『
新
拾
強
和
歌
集
　
貞
治
二
年
三
月
岡
じ
く
後
光
嚴
天
皇
の

　
給
旨
に
よ
っ
て
御
子
左
爲
明
知

四
、
新
後
駆
造
和
歌
集
永
和
元
年
六
月
後
圓
融
天
皇
の
論
旨

　
に
よ
っ
て
御
子
左
爲
遽
、
二
條
爲
重
点

五
、
新
患
古
今
和
歌
集
永
享
五
年
八
月
後
花
園
天
皇
の
論
旨

　
に
よ
っ
て
飛
鳥
井
雅
世
撰

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
喝
　
（
三
五
　
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究

此
の
表
に
よ
っ
て
も
知
ら
る
、
蓮
り
、
磁
極
の
時
勢
な
る

に
か
、
は
ら
す
、
勅
撰
集
の
事
は
な
か
一
頻
繁
に
行
は

れ
て
る
る
。
元
來
勅
撰
集
は
李
安
朝
時
代
で
は
大
約
四
五

十
年
に
一
度
づ
、
位
の
割
合
に
出
面
て
居
っ
た
の
で
あ
る

が
、
此
の
表
で
見
る
ご
、
新
曲
拾
遺
集
ε
新
績
古
今
集
こ

の
問
が
大
分
濾
退
い
て
み
る
他
は
、
十
年
十
五
年
に
一
度

づ
、
位
に
編
纂
せ
ら
れ
た
。
勿
論
鎌
倉
時
代
で
は
一
層
頻

繁
に
編
纂
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
皇
室
に
於
け
る
爾
統
迭

立
の
結
果
、
御
互
に
撰
集
を
競
は
れ
る
様
な
姿
に
な
っ
た

爲
め
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
事
情
は
京
都
で
持
朋
就
職
一

流
御
治
世
の
當
代
に
は
無
い
こ
ご
で
あ
っ
た
が
、
撰
集
だ

け
は
相
愛
ら
す
頻
繁
に
行
は
れ
た
。
是
は
此
の
時
代
勅
撰

集
編
纂
の
一
の
特
例
ご
見
て
い
、
。

　
併
し
此
の
事
は
先
代
の
慣
例
か
ら
導
か
れ
た
も
の
ご
も

見
る
事
も
出
船
や
う
。
さ
れ
ご
後
光
嚴
天
皇
の
御
一
代
に

新
千
載
集
ご
新
穂
糠
蝦
ご
の
二
度
の
勅
撰
が
あ
っ
た
ご
い

ふ
こ
ご
は
、
全
く
先
躍
を
絶
し
た
稀
代
の
事
例
で
あ
る
。

足
利
巻
頭
に
於
け
る
勅
撰
．
集
編
纂
の
特
異
の
聡
情
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
號
　
　
　
　
二
　
（
三
角
二
）

後
嵯
峨
上
皇
は
績
後
撰
、
績
古
今
の
爾
度
の
撰
集
を
訂
せ

ら
れ
、
後
宇
多
上
皇
は
新
後
面
　
績
千
載
の
爾
集
を
撰
せ

ら
れ
た
け
れ
ざ
も
、
績
後
撰
は
後
深
草
天
皇
の
御
宇
、
績

古
今
集
は
七
山
天
皇
の
御
宇
、
新
後
撰
集
は
後
明
條
天
皇

の
御
宇
、
績
千
載
集
は
中
御
「
代
を
意
い
て
後
醍
醐
天
皇

御
宇
の
編
で
、
何
れ
も
一
代
一
度
を
超
え
て
み
な
い
。
た

い
後
醍
醐
天
皇
の
御
宇
に
愚
慮
元
年
に
後
宇
多
上
皇
が
績

千
載
集
を
撰
せ
し
め
ら
れ
た
、
其
の
奏
覧
が
あ
っ
て
一
二

年
経
つ
か
維
π
ぬ
内
に
、
上
皇
が
崩
御
せ
ら
れ
、
天
皇

が
御
親
致
せ
ら
れ
る
や
否
や
、
元
亨
三
年
に
復
た
連
句
拾

題
集
を
撰
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
、
鞘
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、

然
し
面
皮
の
は
後
宇
多
上
皇
の
院
宣
に
よ
う
、
後
度
の
は

天
皇
の
給
旨
に
よ
っ
た
も
の
で
、
此
の
時
代
に
同
じ
く
後

光
嚴
天
皇
の
給
冒
に
よ
っ
て
一
代
二
度
の
勅
撰
が
行
は
れ

た
の
ご
は
良
ら
事
情
を
異
に
し
て
み
る
。
此
の
一
代
二
度

　
　
　
　
　
ゆ

の
勅
撰
こ
い
ふ
こ
ご
は
此
の
時
代
勅
撰
集
の
新
異
例
で
あ

る
o



　
次
に
又
此
の
時
代
の
勅
撰
集
に
は
禮
裁
の
上
に
も
前
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

の
集
に
見
な
い
虚
の
も
の
が
あ
る
　
下
々
勅
撰
集
の
序
丈

仁
は
、
例
の
人
口
に
瞼
摩
し
て
み
る
古
今
序
の
「
普
き
お

ほ
む
う
つ
く
し
み
の
浪
入
島
の
ほ
か
ま
で
流
れ
、
書
き
お

ほ
む
悪
の
蔭
筑
波
山
の
麓
よ
り
も
茂
く
ま
し
ま
し
r
」
ご

い
ふ
風
の
、
御
代
の
善
政
を
頚
し
、
御
治
世
を
謳
歌
す
る

常
套
の
丈
句
が
あ
る
。
風
雅
集
は
花
園
院
上
皇
の
御
三
撰

で
あ
っ
た
か
ら
、
か
、
る
常
套
の
交
句
の
無
い
の
は
當
然

で
あ
り
、
次
の
新
千
載
、
新
拾
遺
の
爾
集
に
は
三
々
旧
名
．

眞
名
の
爾
序
共
に
間
け
て
る
る
け
れ
こ
も
、
其
の
後
の
新

後
拾
遺
集
に
は
假
名
序
だ
け
が
あ
り
、
最
後
の
新
績
古
今

集
に
は
爾
幻
影
に
揃
っ
て
居
っ
て
、
例
の
量
り
常
套
交
句

が
あ
る
。
併
し
此
の
爾
集
の
序
に
は
叡
・
徳
を
均
す
る
常
套

文
句
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
い
て
武
家
の
政
治
を

謳
歌
し
た
文
句
ま
で
が
あ
る
。
新
後
姶
遺
集
の
序
に
、

　
今
わ
が
君
隔
天
の
下
し
ろ
し
め
す
事
、
十
ミ
せ
あ
ま
り
ニ
か
へ

　
り
の
春
秋
に
な
む
な
り
に
け
る
、
普
き
お
ほ
む
う
つ
く
し
み
こ

　
　
　
、
第
九
巷
　
　
研
　
究

足
利
薬
代
に
於
け
ろ
勅
提
集
編
纂
の
特
異
の
事
情
に
つ
い
て

　
り
し
く
花
よ
り
も
か
う
ば
し
く
．
深
き
お
ほ
む
め
ぐ
み
轟
く
凍

　
し
き
竹
よ
り
も
し
げ
し
a
道
の
露
を
携
ふ
う
た
へ
入
も
，
長
く

撃
ゆ
づ
嘱
脅
の
楚
窄
か
し
こ
き
」
も
が
ら
も
・
忽
ち

　
山
を
凛
つ
る
時
，
こ
な
れ
り
、

ざ
あ
る
の
は
例
の
停
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
引
つ
い
い
て
、

　
し
か
の
み
な
ら
す
、
鉦
夷
大
垣
軍
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
、

　
片
糸
の
み
だ
れ
し
を
治
め
、
か
げ
草
の
嚢
へ
し
を
お
こ
し
て
、

　
外
に
は
八
隅
を
ま
も
り
、
内
に
は
よ
う
つ
の
こ
ミ
わ
ざ
を
た
す

　
く
、
ま
こ
ε
に
鴛
も
匿
も
身
を
あ
は
せ
た
る
を
り
な
る
べ
し

ご
い
っ
て
み
る
。
新
綾
古
今
集
に
も
．

　
こ
こ
に
碑
の
授
け
し
國
を
守
り
、
世
を
承
け
保
つ
位
に
そ
な
は

　
り
て
、
天
が
下
普
き
お
ほ
む
フ
つ
く
し
み
は
、
野
な
る
草
木
の

　
蔭
よ
り
も
繁
く
、
雲
の
上
明
け
き
政
は
、
室
行
く
月
日
の
光
も

　
　
蝋
つ
に
て
、
も
ろ
こ
し
の
三
つ
の
す
べ
ら
ぎ
、
五
の
帝
の
道
を

　
お
こ
し
ぬ
れ
ば
、
我
か
八
島
四
つ
の
海
の
外
ま
で
も
靡
き
喜
ば

　
す
ε
い
ふ
事
な
し
、

こ
い
ふ
常
套
文
句
か
ら
す
ぐ
、

　
然
の
み
な
ら
す
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
源
の
朝
臣
、
え
び

　
　
　
　
　
　
　
　
策
三
號
　
　
　
　
三
　
（
三
五
三
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究

　
す
を
李
ら
ぐ
る
軍
の
君
の
司
を
余
ね
て
，
梓
弓
柳
の
螢
し
げ
き

　
は
か
り
ご
ミ
を
帷
の
う
ち
に
め
ぐ
ら
し
、
あ
た
を
千
里
の
外
に

　
退
く
る
蓮
ま
で
統
べ
行
は
れ
し
か
ば
、
、
龍
田
山
の
白
浪
聲
静

　
に
し
て
、
よ
は
閣
の
戸
さ
す
こ
ミ
を
忘
れ
、
春
日
野
の
飛
火
影

　
絶
ね
て
、
雪
間
の
若
菓
摘
む
に
妨
無
し
、

ご
武
家
謳
歌
の
句
を
混
け
て
る
る
。

　
も
ご
一
勅
撰
集
ご
い
ふ
も
の
は
、
醍
醐
天
皇
が
和
歌

に
御
執
心
の
籐
り
、
歌
滋
の
爲
め
、
又
御
自
分
の
御
嗜
み

の
爲
め
k
、
紀
貫
之
等
の
臣
下
の
歌
仙
を
し
て
名
歌
を
集

め
さ
せ
ら
れ
、
後
世
御
歴
代
亦
其
の
薄
雪
を
追
は
れ
た
の

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
天
皇
又
は
上
皇
御
一

分
の
事
で
あ
り
、
決
し
て
朝
廷
の
公
事
で
も
な
く
、
國
家

の
政
務
に
蘭
配
し
た
事
で
も
な
く
、
況
や
武
家
ご
は
全
々

交
渉
の
あ
る
べ
き
こ
ご
で
は
な
い
。
撰
者
は
編
冒
或
は
院

宣
を
請
け
て
撰
集
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
序
文
の
中
に

天
皇
叉
は
上
皇
の
高
徳
を
仰
讃
す
る
の
は
嘗
然
の
事
で
ば

あ
る
が
、
翼
の
態
度
を
更
に
武
家
に
ま
で
．
及
ぼ
す
の
は
ご

足
利
畔
代
に
於
け
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
寧
情
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
四
　
（
三
五
四
）

う
い
ふ
理
由
で
あ
ら
う
か
。
此
の
時
代
は
入
も
知
る
如
く

武
家
が
随
分
専
横
を
極
め
た
時
で
あ
る
。
け
れ
ざ
も
軍
に

武
家
が
専
横
を
極
め
た
こ
い
ふ
だ
け
で
は
、
武
家
に
全
く

無
誤
認
な
此
の
勅
撰
集
の
序
文
に
ま
で
、
武
家
政
治
を
讃

嘆
す
る
様
な
文
句
を
挿
入
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
の
解
繹
に
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
更
に
深
い
特
別
の
事
情
の
懸
れ
た
も

の
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
　
此
の
場
合
に
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
此
の
時
代
の
勅
撰

集
が
多
く
武
家
の
執
奏
に
よ
っ
て
編
纂
に
著
手
せ
ら
れ
た

　
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
此
の
新
後
拾
逡
集
に
つ
い
て
は
、
、

－
近
衛
滋
嗣
の
愚
管
記
永
和
元
年
七
月
二
日
の
條
に

　
　
傳
聞
、
勅
撰
口
幅
昨
日
被
仰
御
子
左
中
納
言
云
々
、
楽
人
右
衛

　
　
門
模
佐
資
教
書
論
旨
云
々
、
山
事
武
邊
内
々
有
申
旨
歎
之
間
、

　
　
俄
被
仰
云
繍
、
遣
穫
於
馨
許
隔
意
、
中
課
口
遡
行
云
々
、

　
　
傍
惚
蹄
了
、
明
日
心
意
漫
也
。

ぜ
い
ひ
、
次
の
新
績
古
今
集
に
つ
い
て
鳳
、
薩
戒
記
永
享



五
年
八
月
二
十
五
日
饗
者
宣
下
の
事
を
記
し
た
即
下
に

　
△
，
B
被
仰
下
和
歌
集
可
撰
進
由
於
飛
鳥
井
中
納
言
雅
世
、
藏
人

　
椹
右
少
魏
長
淳
書
遣
給
二
幅
、
凡
院
御
治
世
之
時
猫
可
爲
院
宣

　
鰍
之
署
沙
汰
、
然
而
馨
議
被
下
曾
委
、
難
騨
蘭

　
例
鰍
、
件
爾
集
武
家
覇
奏
也
、
今

　
皮
又
高
然
、
又
柳
有
子
細
鰍
、

ε
い
ひ
、
看
聞
日
記
の
翌
日
の
條
に
も
、

　
抑
撰
集
事
有
沙
汰
、
飛
鳥
井
中
納
言
一
入
撰
者
三
三
の
昨
日
被

　
成
給
旨
云
々
、
早
岐
可
申
沙
汰
之
由
室
町
殿
二
一
云
々
、
歌
道

　
再
興
珍
重
也
、

ピ
見
え
て
居
っ
て
、
何
れ
も
武
家
の
執
奏
に
よ
っ
て
撰
集

に
着
手
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
疑
ふ
べ
き
で
な
い
。

さ
れ
ば
武
家
の
執
奏
こ
い
ふ
こ
ご
に
就
い
て
、
序
文
の
中

に
あ
の
標
な
文
句
が
わ
ざ
一
挿
入
せ
ら
れ
た
も
の
だ
ご

も
考
へ
ら
れ
な
い
事
も
な
い
が
、
軍
に
武
家
が
撰
集
の
御

奨
め
を
し
た
ご
い
ふ
事
だ
け
で
。
其
の
武
家
に
こ
れ
だ
け

の
単
寧
を
呈
す
る
の
は
除
）
に
過
分
の
事
で
あ
る
。
こ
れ

は
ざ
う
し
て
も
武
家
ε
勅
撰
集
編
纂
こ
の
間
に
、
今
少
し

込
入
っ
た
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
武
家
の
執
奏
ご

　
　
　
第
九
総
　
　
研
　
究

足
利
暗
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
事
幣
…
に
つ
い
て

い
ふ
も
、
軍
に
一
片
の
御
奨
め
の
み
で
は
な
く
、
更
に
深

い
，
勅
撰
集
の
編
纂
に
醸
し
て
は
特
に
重
大
な
意
義
の
あ

る
執
奏
で
あ
っ
π
の
だ
定
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
満
濟
准
后
日
記
に
は
新
選
古
今
和
歌
集
編
纂
の
事
情
を

丁
寧
に
記
し
て
み
る
Q
三
三
は
此
の
集
の
編
纂
に
直
接
干

回
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
代
の
何
れ
の
記
録
よ
り
も
特

に
詳
細
に
亘
り
、
又
機
微
の
溝
息
を
傳
へ
て
る
る
所
が
多

い
の
で
、
こ
れ
に
就
い
て
所
謂
武
家
の
執
奏
の
・
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ご
い
ふ
こ
ご
を
明
瞭
に
知
る
こ
ご
が
出

來
や
う
ご
思
ふ
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
享
五
年
入
穿
十
日

將
軍
家
に
連
歌
の
會
が
あ
り
、
其
の
席
上
で
將
軍
義
教
は

満
廷
に
向
っ
て
始
め
て
勅
撰
集
編
纂
の
希
望
を
述
べ
た
）

満
濟
は
彼
が
「
年
來
御
身
壇
也
、
等
持
寺
殿
以
來
代
々
御

佳
例
也
、
勇
御
庶
幾
勿
論
、
榊
道
重
重
戸
長
，
御
思
慮
繁

多
」
ε
語
っ
た
と
記
し
て
み
る
Q
墜
ち
勅
撰
集
の
事
は
義

激
年
來
の
希
望
で
あ
っ
て
、
且
つ
愈
逆
巻
來
代
々
の
佳
例

で
あ
る
か
ら
こ
い
ふ
の
で
、
一
層
熟
毒
し
て
み
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
五
　
（
三
五
五
）

鰯



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究

る
が
、
和
歌
愛
重
の
紳
意
鰻
重
な
爲
め
躊
躇
し
て
み
る
こ

い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
其
の
事
を
飛
’
鳥
弁
雅
世
ご
舞
孝

儒
都
ご
に
相
談
さ
せ
た
。
春
怨
は
翌
々
十
二
日
に
其
の
宿

坊
で
雅
世
、
嘉
孝
の
爾
人
ε
相
談
し
た
が
、
共
に
撰
歌
の

事
は
天
下
安
全
の
兆
で
あ
る
ご
い
っ
て
慶
賀
し
、
蒋
軍
は

三
寸
を
畏
れ
て
み
る
が
、
撰
集
の
閥
に
不
法
の
儀
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
撰
者
の
失
で
、
公
方
ご
し
て
は
苦
し
か
ら
鎗

事
で
あ
る
こ
い
っ
た
。
十
五
日
に
満
濟
は
そ
れ
を
復
命
し

た
が
、
皇
儲
は
な
ほ
紳
意
を
慮
っ
て
、
住
吉
、
玉
津
島
爾

憩
の
御
前
で
御
繭
を
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
し
や
う

こ
し
た
。
併
し
兎
も
角
も
其
の
日
華
軍
の
計
ひ
ご
し
て
撰

者
を
飛
鳥
井
雅
世
に
、
和
歌
所
の
開
閤
を
素
懐
に
治
定
し

た
の
で
あ
る
〇
十
七
日
に
御
隅
を
取
っ
た
結
果
は
吉
で
あ

っ
た
の
で
、
漸
く
に
し
て
始
め
て
撰
集
の
事
を
後
小
松
上

皇
に
奏
聞
し
、
十
九
縫
に
至
っ
て
愈
々
其
の
事
が
決
定
し

て
、
二
十
】
日
に
御
花
園
天
皇
の
輪
旨
を
以
て
撰
者
を
宣

下
せ
ら
れ
や
う
ご
い
ふ
事
に
な
っ
た
が
、
雅
世
が
御
治
世

足
利
踏
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
蒋
異
の
事
鋳
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
磯
汐
一
一
一
聾
　
　
　
　
　
　
ゐ
ハ
　
（
一
二
五
山
ハ
）

の
翠
玉
在
擾
の
時
に
、
論
旨
を
以
っ
て
公
事
を
行
ふ
先
例

が
な
い
、
若
し
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
不
快
の
例
で
あ
る
こ

い
ひ
秘
し
た
の
で
、
改
め
て
院
宣
に
よ
る
か
、
絵
旨
に
よ

る
か
を
詮
議
す
る
事
ビ
な
り
、
其
の
詮
議
の
結
果
二
十
五

日
に
な
っ
て
、
や
は
り
論
旨
を
以
っ
て
宣
下
せ
ら
れ
、
こ

、
に
撰
集
の
形
式
が
始
め
て
完
備
し
た
の
で
あ
る
Q

　
今
此
の
記
事
に
よ
っ
て
、
新
誌
古
今
集
編
纂
の
動
機
ご
、

撰
集
の
事
が
決
定
せ
ら
れ
る
ま
で
の
経
過
ご
を
槻
れ
ば
、

此
の
集
は
給
旨
を
以
て
飛
鳥
井
雅
世
に
編
纂
を
命
せ
ら
れ

た
蒋
で
あ
る
け
れ
．
定
も
、
・
其
の
實
は
決
．
し
て
後
花
園
天
皇

の
御
思
召
に
塞
い
だ
事
で
は
な
く
、
叉
將
軍
義
旗
が
軍
に

御
窪
め
を
し
た
ご
い
ふ
だ
け
で
も
な
く
、
寧
ろ
義
数
は
自

分
の
仕
事
こ
し
て
撰
集
の
事
を
思
ひ
立
つ
だ
の
で
あ
る
。

椿
葉
記
に
「
和
歌
の
滋
は
む
か
し
ょ
り
代
々
聖
主
こ
ご
に

も
て
あ
そ
び
ま
し
く
て
、
萬
葉
集
以
図
入
代
集
、
ち
か

き
代
ま
で
も
ぢ
よ
く
せ
ん
あ
り
つ
る
に
、
こ
の
一
爾
代
中

絶
し
は
ん
べ
る
。
み
ち
の
零
落
無
念
な
る
こ
ご
な
b
、
室

8



町
殿
歌
道
の
御
す
き
に
て
あ
れ
ば
．
た
う
だ
い
い
か
に
も

撰
集
再
興
の
沙
汰
あ
り
漁
べ
し
」
ご
記
さ
れ
て
み
る
の
も

亦
此
の
潰
息
を
漏
し
て
み
る
の
で
あ
ら
う
。
彼
が
御
前
に

よ
っ
て
言
意
を
伺
っ
た
の
も
、
執
奏
の
可
否
を
伺
つ
だ
の

で
な
い
こ
ご
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
◎
彼
は
未
だ
上
皇
に
奏

聞
し
な
い
以
前
に
撰
者
や
ら
開
閤
を
任
命
し
、
事
を
企
て

、
か
ら
漸
く
入
日
目
に
な
っ
て
始
め
て
奏
聞
し
た
。
其
の

上
撰
者
の
任
命
を
紛
旨
で
す
る
か
、
院
宣
に
よ
る
か
ε
い

ふ
機
な
こ
ご
ま
で
余
議
し
て
み
る
。
天
皇
御
一
分
の
思
召

に
よ
る
事
で
あ
れ
ば
、
勿
論
給
旨
を
七
っ
て
す
べ
き
で
あ

り
、
上
皇
の
思
召
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
、
堂
然
院
宣
を
以

っ
て
す
べ
き
も
の
で
、
給
旨
、
院
宣
の
何
れ
に
罷
る
べ
き
か

ε
い
ふ
檬
な
金
嵩
が
行
は
れ
る
必
要
の
な
い
事
で
あ
る
◎

畢
覧
此
の
撰
集
は
將
軍
膚
身
の
事
業
で
、
形
式
に
の
み
勅

撰
の
禮
裁
を
調
へ
や
う
ご
し
た
の
で
あ
っ
て
、
其
の
爲
め

に
は
論
旨
で
も
院
宣
で
も
こ
ち
ら
で
も
い
、
事
で
あ
り
、

又
必
す
ざ
ち
ら
で
嫁
け
れ
ば
な
ら
な
い
ε
い
ふ
事
で
も
な

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究

足
利
購
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
審
欝
に
つ
い
て

い
。
た
“
徒
に
前
例
な
ざ
に
左
右
せ
ら
れ
て
る
る
當
時
の

習
慣
に
よ
っ
て
．
そ
ん
な
倉
議
が
必
要
こ
な
っ
た
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
か
く
新
績
右
翼
集
は
表
面
上
勅
撰
集
で
あ
っ
て
、
野
際

で
は
武
家
の
打
聞
（
私
撰
集
の
事
）
ご
も
い
ふ
べ
き
性
質
の

も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
一
條
兼
良
が
其
の
序
文
を
草
す
る

に
當
っ
て
、
武
家
を
謳
歌
す
る
文
句
を
挿
入
し
た
こ
ご
の

理
由
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
解
す
る
こ
ご
が
出
下
る
。

彼
は
決
し
て
武
家
専
横
の
時
勢
で
あ
る
爲
め
ば
か
り
で
、
要

趨も

ﾈ
い
所
に
か
、
る
文
句
を
挿
入
し
た
も
の
で
は
な
い
。

青
鷺
に
武
家
が
執
奏
し
π
爲
め
ば
か
り
に
か
う
い
ふ
事
を

書
い
た
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
此
の
満
濟
准
后
日
記
の
記

事
に
よ
れ
ば
、
將
軍
が
か
く
勅
撰
集
の
編
纂
に
干
写
す
る

こ
ご
は
、
等
持
寺
殿
以
下
代
々
の
御
佳
例
で
あ
る
ε
、
義

激
自
身
が
い
っ
て
み
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
二
階
良
墓
が

新
後
議
遣
集
の
序
を
書
く
時
に
も
同
様
の
事
情
が
あ
っ
て

彼
の
通
の
の
文
章
を
草
し
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
。
　
七
　
（
三
五
七
）



第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
足
利
蒔
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
審
惰
に
つ
い
て

三

　
次
に
此
の
「
等
持
寺
殿
以
來
代
々
御
佳
例
ど
い
っ
て
み

る
事
が
果
し
て
事
實
で
あ
る
か
ざ
う
か
を
吟
味
し
よ
う
。

郎
ち
電
氏
が
新
千
載
集
の
編
纂
を
執
奏
し
て
か
ら
以
後
の

撰
集
の
事
情
を
詳
に
し
て
、
果
し
て
義
激
の
言
の
如
く
、

毎
度
新
妻
古
今
集
同
様
に
事
實
が
足
利
氏
の
打
聞
で
、
形

式
の
み
の
勅
撰
集
で
あ
っ
た
か
ざ
う
か
を
知
ら
う
こ
す
る

の
で
あ
る
。
併
し
此
の
満
濟
准
画
嚢
記
の
機
に
、
撰
集
の

事
情
を
且
細
に
記
し
た
も
の
が
他
に
求
め
難
く
、
代
々
の
撰

集
の
正
確
な
る
實
惜
を
捜
る
の
に
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、

多
少
の
推
測
を
試
み
る
材
料
は
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
其
の
以
前
に
足
利
氏
が
政
権
を
握
っ
て
後
最
初
に
出
來

た
風
雅
集
に
就
い
て
一
瞥
す
れ
ば
、
此
の
集
は
花
園
院
上

皇
の
思
召
立
せ
ら
れ
た
も
の
、
而
も
御
乳
撰
に
成
っ
た
も

の
で
、
後
の
四
代
集
ご
は
事
情
は
自
ら
相
違
す
る
。
併
し

此
の
集
も
院
の
御
自
撰
で
は
あ
る
が
、
始
め
院
は
康
永
二

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
轡
　
入
　
（
三
五
入
）

年
の
頃
に
撰
集
の
御
希
望
が
あ
っ
て
，
そ
れ
を
武
家
に
御

相
談
に
な
っ
た
の
を
、
武
家
は
荏
荷
ε
し
て
奉
答
す
る
所

な
く
、
翌
康
和
三
年
十
月
直
義
が
上
階
の
直
傭
に
院
墾
し

元
際
に
御
催
促
に
な
っ
て
、
漸
く
決
定
し
た
も
の
で
、
此

の
時
代
最
初
の
勅
撰
集
で
、
而
も
御
自
撰
で
、
あ
る
に
か

、
は
ら
す
、
武
家
の
絡
の
端
緒
を
開
い
て
み
る
。

　
新
千
載
集
は
延
文
元
年
六
月
に
奪
氏
の
執
奏
に
よ
っ
て

編
纂
に
着
手
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
其
の
事
情
は
大
略
な
が

ら
園
回
暦
で
知
る
事
が
出
操
る
。
國
記
延
文
元
年
五
月
入

日
の
條
に
、

　
抑
今
日
未
勉
許
有
禁
裏
御
書
、
勅
撰
沙
汰
、
奉
行
人
間
事
愚
存

　
申
入
了
、
且
承
悦
乱
書
、
密
々
示
邉
撰
者
灘
門
了
、
叉
都
護
謝

　
面
之
次
、
此
事
談
之
、
武
家
難
申
嵐
、
時
宜
御
餅
酌
、
云
時
分
、

　
云
御
製
御
分
際
、
三
思
三
一
三
脚
勅
定
云
々

ご
見
え
、
其
の
禁
裏
御
書
に
は
、

　
勅
撰
事
、
武
家
二
項
有
申
旨
、
可
有
其
沙
汰
候
、
其
者
事
閑
可

　
申
候
，
撰
者
事
，
任
千
載
集
可
爲
御
子
左
之
旨
令
申
候
、
就
其

　
奉
行
事
、
或
公
卿
、
或
雲
客
共
存
其
鳳
町
鰍
、
今
度
再
診
何
様



　
候
哉
、
若
先
例
依
懸
道
譜
代
被
仰
奉
行
事
候
哉
、
彼
是
無
才
學

　
無
申
計
候
、
委
可
被
申
候
也
、
先
念
可
被
仰
之
間
、
奉
行
事
申

　
合
候
、
更
々
不
審
追
撃
申
候
也
、
他
事
期
後
信
候
也

ご
あ
っ
て
、
此
の
御
書
に
奉
答
し
た
洞
院
公
賢
の
意
見
は
、

　
遠
心
下
之
旨
畏
承
了
、
抑
勅
撰
難
事
、
天
下
野
獣
太
李
了
、
頻

　
御
沙
汰
珍
重
存
候
撰
者
決
躰
難
濯
野
饗
、
千
載
集
勿
論
候
上
、

　
叉
武
家
足
下
不
能
左
右
候
歎
、
塞
行
人
事
禁
中
御
沙
汰
時
、
職

　
．
事
事
不
可
有
異
義
候
乎
、
奉
行
強
無
被
撰
歌
入
之
儀
候
鰍
、
後

　
撰
集
之
時
、
謙
徳
公
嬬
五
位
幹
回
被
奉
行
病
者
、
和
歌
別
當
勿

　
論
候
鰍
、
其
外
套
歌
人
可
奉
行
之
條
無
定
式
候
哉
、
随
三
新
勅

　
撰
之
時
、
頭
中
將
資
雅
朝
臣
傳
宣
候
、
不
被
撰
當
旧
故
三
奉
行

　
候
之
旨
存
候
、
被
三
下
候
儀
三
三
召
御
前
直
被
仰
之
、
域
以
絵

　
旨
院
宣
被
三
下
、
先
例
不
一
三
三
哉
、
存
知
分
且
令
言
上
候
、

　
得
此
御
意
三
三
洩
披
露
給
候
，
公
賢
誠
恐
頓
首
謹
運
上

　
　
六
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
公
賢
上

　
頭
辮
殿

　
追
言
上

　
　
千
載
集
、
頭
中
將
資
三
朝
悪
書
造
、
院
宣
之
旨
所
見
候
、
以

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究

足
利
聴
代
に
於
け
ろ
渤
撰
集
編
纂
の
特
異
の
纂
精
に
つ
い
て

　
便
宜
爲
申
上
機
、
可
令
姉
此
御
意
給
候
也
，
重
誠
恐
頓
首
謹
言

こ
い
ふ
の
で
あ
る
Q
是
等
に
よ
れ
ば
、
此
の
新
千
載
集
は

奪
氏
の
執
奏
に
勿
つ
た
も
の
で
、
後
光
巌
天
皇
は
時
分
こ

い
ひ
．
御
製
の
御
分
際
ご
い
ひ
、
暴
食
煩
は
れ
た
の
で
あ

る
が
武
家
の
執
奏
黙
し
難
く
、
途
に
許
可
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
n
そ
し
て
撰
者
御
子
左
爲
定
は
巳
に
入
道
し
て
み
た

の
だ
け
れ
ざ
も
、
こ
れ
も
武
家
の
執
奏
に
よ
っ
て
、
千
載

集
の
俊
成
の
例
に
任
せ
て
命
せ
ら
れ
た
。
慢
罵
は
奪
氏
の

春
雨
を
受
け
た
も
の
で
、
奪
氏
に
は
三
代
集
の
傳
授
を
も

授
け
て
み
る
。
さ
う
い
ふ
關
係
か
ら
億
氏
は
彼
を
推
薦
し

た
の
で
あ
ら
う
。

　
此
の
時
の
下
主
の
執
奏
ビ
い
ふ
の
は
、
此
の
材
料
だ
け

に
よ
れ
ば
、
表
面
は
先
づ
輩
な
る
執
奏
で
あ
っ
て
、
彼
の

義
敏
が
二
分
で
撰
集
を
企
て
、
形
式
だ
け
を
勅
撰
に
假
り

た
の
ε
は
、
多
少
様
子
を
異
に
し
て
み
る
。
義
激
は
自
分

の
手
元
で
萬
般
の
準
備
を
整
へ
．
、
滋
具
建
が
毘
來
上
っ
て

か
ら
馬
た
や
そ
れ
を
後
小
松
上
皇
に
報
告
し
π
の
に
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
九
　
（
三
玉
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究

な
い
が
、
奪
氏
の
は
大
膿
一
蓮
り
の
御
奨
め
7
。
・
あ
っ
て
、

撰
者
も
た
“
紹
介
し
た
分
で
あ
る
。
天
皇
は
其
の
撰
者
の

適
否
も
奉
行
人
の
事
も
親
し
く
御
考
慮
に
な
り
、
或
は
宿

老
に
御
相
談
に
な
っ
た
上
で
許
可
せ
ら
れ
た
の
で
、
新
績

古
今
集
の
時
の
機
に
、
天
皇
や
上
皇
が
全
く
た
や
員
に
具

は
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
こ
は
同
】
軌
で
は
な
い
。

　
次
の
新
拾
竜
王
の
編
纂
事
情
に
つ
い
て
は
、
近
衛
滋
嗣

の
愚
管
記
貞
治
三
年
二
月
二
日
の
條
に
、

　
勅
撰
所
憲
悲
喜
含
澄
馨
許
、
踊
躍
乃
至
勅
馨

　
衆
人
不
寸
心
鰍
、
然
而
大
樹
骨
張
之
間
、
不
能
是
露
云
々

ご
あ
る
に
よ
り
て
、
こ
れ
も
亦
將
軍
義
詮
の
主
張
す
る
所

で
あ
っ
て
、
衆
入
は
同
意
し
な
か
っ
た
げ
れ
ざ
も
止
む
を

得
す
實
行
ず
る
事
こ
な
っ
た
ら
し
い
。
併
し
義
詮
の
主
張

ε
い
ふ
の
も
、
義
敷
の
如
く
悉
皆
均
分
の
仕
事
こ
し
て
始

め
た
の
で
は
な
く
、
三
條
公
忠
の
後
愚
昧
記
の
同
三
月
十

九
日
の
條
に

　
勅
撰
事
日
露
武
家
執
葵
子
細
有
之
、
癒
重
々
被
総
御
沙
汰
、
被

足
利
醜
・
代
に
於
σ
る
軸
脚
犠
凹
集
編
震
購
の
轟
け
蝿
（
の
蹴
帰
艦
…
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
醗
　
　
、
扁
○
（
三
六
〇
）

　
仰
菊
中
納
言
爲
明
旦
云
々
、
働
賀
縫
之
、
爲
悦
之
由
有
返
報

ご
あ
る
様
に
、
朝
廷
で
は
重
々
御
沙
汰
を
経
ら
れ
た
上
、

漸
く
御
許
可
に
な
り
、
撰
者
を
爲
明
に
鉦
命
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　
新
後
拾
遺
集
は
、
前
に
引
用
し
た
愚
管
記
慮
喜
入
年
七

月
二
日
條
呼
び
藤
｛
二
面
に
も
見
ノ
尺
て
る
る
通
り
に
、
武
家

師
ち
義
満
の
執
奏
に
且
つ
だ
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
明
自
で

あ
る
が
．
そ
れ
が
ざ
れ
位
の
程
度
の
執
奏
で
あ
っ
た
か
、

更
に
深
い
難
聴
…
は
九
郷
る
由
畢
が
出
動
「
な
い
Q
撰
者
御
子
左
爲

遽
も
亦
義
満
の
執
奏
に
よ
）
て
任
命
せ
ら
れ
た
ら
し
く
、

爲
遠
が
撰
集
中
途
に
病
を
以
て
天
折
す
る
や
、
後
任
を
二

條
青
青
に
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
同
じ
く
武
家
の
執
奏

に
よ
っ
た
こ
ご
は
愚
管
記
の
元
徳
元
年
十
月
二
十
九
日
の

條
の
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
叉
声
言
の
永
和
元
年
八

月
二
十
五
臼
の
條
に
は

　
今
鷹
武
家
和
歌
愈
始
云
々
、
依
勅
撰
事
有
此
事
鰍

こ
い
ふ
こ
定
が
見
え
て
み
る
。
無
量
撰
集
の
事
が
行
は
れ



る
際
に
は
、
朝
廷
で
は
毎
度
撰
歌
の
材
料
を
得
る
爲
め
に
、

臣
下
か
ら
百
首
和
歌
を
召
さ
れ
、
又
度
々
和
歌
御
匙
が
催

さ
れ
る
。
此
の
新
後
拾
遺
集
の
時
は
、
厚
志
蓑
満
は
撰
集

を
執
奏
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
叉
勅
撰
の
事
に
依
っ
て
、

禁
裏
の
御
會
以
外
に
、
爵
ら
和
歌
會
始
を
催
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
見
て
も
、
義
満
は
父
懇
の
時
よ
り
も
一
暦
…
勅
撰

集
の
事
業
に
深
入
り
を
し
て
み
る
こ
ご
が
知
ら
れ
る
。
そ

れ
が
義
激
の
新
尊
墨
ム
ー
集
の
軌
奏
の
如
く
、
殆
ざ
武
家
の

打
聞
こ
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ざ
う
か
は
判
明
し

な
べ
が
、
二
條
良
基
が
此
の
集
に
彼
の
楼
な
序
文
を
書
い

た
こ
ご
を
、
義
敏
の
態
度
ご
新
里
古
今
集
の
序
文
ご
に
思

ひ
合
は
す
ご
、
義
満
の
態
度
も
軍
な
る
執
奏
で
な
か
っ
た

機
に
考
へ
ら
れ
得
る
の
・
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
右
に
述
べ
た
如
く
、
義
激
が
た
や
自
分
の
年
來
の
希
望

で
あ
る
こ
い
っ
て
、
近
侍
の
も
の
ご
相
談
の
土
、
全
く
朝

廷
を
顧
み
な
い
で
撰
集
の
事
を
始
め
、
そ
れ
を
等
持
寺
殿

以
來
の
代
々
の
佳
例
で
あ
る
ご
い
っ
て
み
る
の
は
、
一
往

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
．
究

足
利
暗
代
に
於
け
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
事
情
に
つ
い
て

は
彼
の
誤
解
で
あ
っ
て
、
少
く
も
電
氏
、
義
詮
ま
で
は
、

ま
だ
そ
れ
程
朝
廷
を
蔑
如
し
た
不
遜
な
態
度
は
執
ら
な
か

っ
π
。
併
し
奪
氏
や
義
詮
の
軌
奏
ご
い
ふ
の
は
、
時
の
天

皇
や
上
皇
に
其
の
御
希
望
が
あ
っ
て
の
上
の
事
で
は
な
く

全
く
彼
等
自
身
ば
か
り
の
希
望
で
あ
っ
て
、
後
光
嚴
天
皇

は
、
時
分
こ
い
ひ
、
御
製
の
御
分
際
こ
い
ひ
、
頗
る
御
掛

酌
に
な
っ
て
、
だ
や
武
家
の
執
奏
画
し
難
い
ば
か
り
に
御

許
し
に
な
っ
た
の
で
あ
る
σ
新
捨
選
集
の
時
も
、
諸
人
は

皆
不
甘
心
で
あ
っ
た
の
を
、
大
樹
の
骨
張
の
爲
め
に
止
む

な
く
始
め
ら
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
朝
廷
に
於
か
せ
ら
れ

て
は
、
、
電
氏
や
義
詮
の
御
奨
め
や
取
り
な
し
は
、
他
の
廷

官
の
御
奨
め
や
取
り
な
し
ご
違
っ
て
、
非
常
に
重
苦
し
い

塵
追
を
戚
じ
ら
れ
た
に
相
違
は
な
い
。
繰
言
の
朝
廷
に
は
、

畏
多
い
事
で
は
あ
る
が
、
彼
等
の
希
望
を
す
げ
な
く
退
け

ら
れ
る
だ
け
の
脚
力
は
無
か
っ
た
。
貞
治
六
年
三
月
二
十

九
冠
に
中
殿
御
助
が
催
さ
れ
た
。
中
殿
御
霊
の
常
儀
で
は
、

先
づ
御
遊
が
あ
り
．
後
和
歌
の
披
講
が
行
は
れ
る
の
で
あ
’

　
　
　
　
　
　
　
第
一
ご
盤
　
　
　
　
　
一
一
　
（
三
六
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懸



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究

る
が
、
此
の
時
は
懸
軍
義
詮
が
長
座
難
治
の
爲
め
、
特
℃

中
請
し
て
披
講
を
先
に
し
た
Q
殊
に
御
製
の
講
師
は
豫
め

御
子
左
駕
遠
に
命
せ
ら
れ
た
の
を
．
義
詮
は
三
障
院
光
濟

を
以
て
冷
泉
爲
廣
に
替
へ
ら
れ
ん
こ
ご
を
奏
請
し
た
け
れ

ざ
も
、
天
皇
は
三
遠
の
欝
憤
を
不
便
に
思
召
し
て
御
許
が

二
つ
た
。
然
る
に
義
詮
は
重
ね
て
「
如
此
事
、
爲
師
範
之

人
失
面
目
二
時
、
弟
子
不
出
仕
之
條
潜
流
例
之
上
者
、
不

鬼
畜
鴬
秀
卿
者
今
夜
不
可
墾
溢
し
．
と
い
っ
た
の
で
、
天
皇

は
「
今
夜
御
會
事
、
粗
爲
武
家
直
行
之
七
重
食
立
了
、
而

不
可
墾
之
由
串
身
命
驚
思
食
也
、
三
者
御
虚
血
行
騰
條
二

二
言
詮
、
富
者
御
製
講
師
問
詰
落
居
ま
で
可
融
延
引
也
、

不
然
者
爲
遠
卿
錐
可
静
欝
憤
、
被
仰
他
入
被
遽
行
之
條
如

何
」
ご
ま
で
護
歩
せ
ら
れ
．
た
が
、
義
詮
は
諸
大
名
の
諫
に

よ
っ
て
遽
に
其
の
ま
、
出
仕
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
時
は

義
詮
は
横
車
を
押
覚
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ざ
も
、

幕
府
が
朝
廷
に
調
す
る
横
滋
な
態
度
は
毎
度
此
の
香
り
で

あ
っ
て
、
朝
廷
の
方
で
は
こ
れ
に
劉
し
て
全
く
祇
抗
す
る

足
利
時
代
に
於
げ
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
凄
傭
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
三
（
三
六
二
）

事
が
お
出
來
に
な
ら
な
か
つ
だ
。
さ
れ
ば
此
勅
撰
集
の
事

は
表
面
で
は
軍
純
な
る
執
奏
に
は
…
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ご

も
實
際
の
結
果
は
寧
ろ
朝
廷
に
強
存
し
た
こ
ご
、
な
る
の

で
あ
っ
て
、
義
激
の
態
度
は
、
た
い
そ
れ
ご
少
し
ば
か
り
方

法
を
換
へ
㍉
自
分
で
そ
れ
を
行
っ
て
、
朝
廷
の
名
義
を
假

り
た
ビ
い
ふ
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
Q
そ
れ
は
一
層

深
く
其
の
事
に
身
を
入
れ
た
結
果
で
あ
）
、
又
段
々
朝
廷

に
治
す
る
彼
等
の
態
度
が
憐
越
に
な
っ
て
來
た
．
結
果
で
あ

る
。
要
す
る
に
此
の
時
代
の
勅
撰
集
は
何
れ
も
足
利
氏
の

勅
撰
集
で
あ
っ
て
、
や
は
り
義
激
の
言
っ
た
如
く
、
等
持

寺
殿
以
來
足
利
氏
累
代
の
佳
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　
か
、
る
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
な
る
事
情
が
明
に
な
れ
ば

此
の
時
代
に
、
鎌
倉
時
代
に
劣
ら
す
頻
繁
に
撰
集
の
事
が

行
は
れ
、
又
後
光
鰻
天
皇
御
一
代
に
二
度
の
勅
撰
の
あ
っ

た
こ
ご
も
其
の
理
由
は
明
瞭
ご
な
る
。
郎
ち
康
和
三
年
に



花
園
院
上
皇
は
風
雅
集
を
御
自
撰
に
な
っ
た
が
、
愈
氏
は

自
分
の
希
望
を
満
足
さ
せ
る
爲
め
に
、
風
雅
集
の
差
等
の

行
は
れ
た
貞
和
二
年
か
ら
十
年
経
つ
か
経
た
ぬ
延
交
元
年

に
叉
撰
集
を
奏
偏
し
た
Q
奪
氏
が
没
し
、
議
詮
が
其
の
後

を
嗣
い
で
、
前
に
新
千
載
集
を
奏
覧
せ
ら
れ
だ
延
文
四
年

か
ら
僅
に
四
年
目
の
貞
治
二
年
、
而
も
同
じ
後
光
嚴
天
皇

の
御
治
世
中
に
、
又
々
撰
集
を
奏
請
し
た
の
で
あ
る
。
か

く
て
一
代
二
度
の
撰
集
ε
い
ふ
新
例
を
産
ん
だ
の
で
あ
る
，

が
、
足
利
氏
の
方
で
は
奪
氏
ご
義
詮
ご
は
代
替
り
を
し
て

居
っ
て
、
一
代
一
度
で
あ
る
。
新
拾
遣
集
の
奏
覧
か
ら
義

満
が
鷹
野
拾
蓮
集
の
編
纂
を
執
奏
す
る
ま
で
叉
十
年
を
隔

て
た
の
み
で
、
是
に
は
朝
廷
の
御
隣
合
で
は
な
く
、
義
詮

が
其
の
後
三
年
に
し
て
死
し
、
武
家
に
間
も
な
く
代
替
り

が
行
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
皇
室
の
勅
撰
集
が
此
の
時
代
で
は
武
家
本
位
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
近
頃
故
田
中
義
成
博
士
の
足
利
時

代
吏
を
護
ん
で
、
義
満
が
正
朔
を
覚
ハ
の
家
に
私
し
た
こ
ご

　
　
　
第
九
雀
　
　
研
　
究

を
考
思
せ
ら
れ
て
る
る
の
を
見
て
心
を
寒
く
し
た
。
明
徳

五
年
義
満
が
世
を
義
持
に
譲
っ
た
時
、
癒
永
ご
改
元
し
、

其
の
三
＋
五
年
正
月
義
持
死
し
、
義
激
嗣
い
で
立
つ
や
、

其
の
四
月
正
長
ご
改
元
し
た
。
其
の
問
に
後
小
松
天
皇
の

御
譲
位
、
繕
光
天
皇
の
御
受
暉
が
あ
っ
て
も
、
全
く
顧
み

て
み
な
い
Q
足
利
氏
が
年
號
に
干
渉
し
た
の
は
こ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
後
光
嚴
天
皇
御
践
扉
の
時
文
和
ビ
改
元
せ

ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
奪
氏
が
執
奏
し
、
剰
へ
度
々
催
促
し

た
の
で
あ
る
。
其
の
後
幕
府
は
途
に
朝
廷
の
溶
融
を
私
し

て
、
　
一
家
の
代
替
の
際
に
殊
更
に
改
元
す
る
様
な
受
認
な

事
を
敢
て
す
る
に
至
っ
た
。
勅
撰
集
に
隠
す
る
彼
等
の
態

度
も
亦
全
く
是
ε
同
一
で
あ
っ
て
、
皇
室
で
は
御
一
代
中

で
あ
る
に
か
、
は
ら
す
、
武
家
で
は
代
替
り
を
し
た
静
め

に
、
二
度
の
撰
集
を
行
っ
た
の
で
あ
る
Q

五

足
利
稀
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
纂
儘
…
に
つ
い
て

然
ら
ば
夢
占
以
下
代
々
の
將
軍
は
な
ぜ
勅
撰
を
執
奏
し

　
　
　
　
　
　
第
一
二
駿
い
　
　
　
　
一
一
一
一
　
（
一
二
六
一
二
）



　
　
　
第
九
巷
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或
は
進
ん
で
自
ら
そ
れ
を
試
み
る
や
う
な
事
ま
で
敢
て
し

た
ら
う
か
。
そ
れ
に
は
恐
ら
く
懸
垂
難
燃
な
理
由
が
あ
る

こ
ご
で
あ
ら
う
が
、
先
づ
第
一
に
彼
等
が
何
れ
も
和
歌
に
敵

熱
心
で
あ
っ
た
こ
ご
を
其
の
理
由
の
一
に
数
へ
な
け
れ
ば

な
ら
濾
。
愈
氏
等
が
和
歌
の
事
に
興
味
を
黙
せ
す
、
叉
全

く
無
論
心
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
決
し
て
そ
ん
な
事
に
手
を

凄
さ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
彼
が
少
く
も
和
歌
を
理
帯
し

相
當
な
軌
心
を
有
ち
、
ヌ
勅
撰
の
事
を
歌
選
の
上
の
重
大

な
一
勝
事
ご
信
じ
て
み
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
前

か
ら
武
将
に
し
て
和
歌
を
好
ん
だ
も
の
は
決
し
て
少
く
は

な
い
。
奪
氏
も
夙
ぐ
か
ら
其
の
修
業
を
望
ん
で
み
た
ら
し

く
、
建
武
二
年
に
後
醍
醐
天
皇
が
内
裏
で
千
首
和
歌
の
御

隠
を
催
さ
れ
た
蒔
も
遙
に
開
東
か
ら
詠
進
し
て
居
り
、
暦

慮
二
年
の
購
御
影
に
も
出
仕
し
て
み
る
。
軍
陣
の
所
願
の

奉
媒
（
の
爲
め
に
、
或
は
長
…
門
の
忌
宮
に
二
首
の
和
歌
を
献

じ
、
或
は
宕
臼
魅
願
に
七
首
和
歌
を
奉
納
し
た
。
な
ほ
璽

夢
に
よ
っ
て
、
法
樂
の
爲
に
松
尾
柳
窪
で
披
講
を
な
し
、

足
利
騨
一
代
に
於
け
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
霧
ポ
儘
…
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
纂
三
號
　
　
　
　

一
四
　
（
三
六
鰻
）

康
永
三
年
に
は
高
野
出
に
登
り
、
南
無
鐸
迦
牟
尼
佛
全
身

舎
利
の
餐
宇
を
課
し
て
随
行
の
一
同
ご
一
憲
の
和
歌
を
詠

じ
、
其
の
紙
背
に
寳
積
経
を
書
巻
し
て
金
風
三
昧
院
の
常

往
こ
し
た
り
し
て
み
る
。
更
に
執
心
の
徐
り
に
和
歌
の
爾

帥
に
深
く
蹄
敬
し
、
或
は
住
吉
冠
頭
に
八
首
和
歌
を
献
じ
、

、
旗
は
其
の
説
殿
を
造
馨
し
、
或
は
又
俊
成
の
宅
祉
に
あ
っ

た
玉
津
島
の
趾
壇
を
再
興
し
た
。
叉
草
庵
集
に
よ
れ
ば
、

毎
年
七
夕
の
夜
に
は
幕
府
で
歌
合
を
催
し
て
み
た
の
で
あ

る
。
彼
の
一
詠
歌
は
…
讃
焙
後
拾
職
氾
佑
集
に
一
首
、
風
食
嚇
盤
ハ
に
・
†
山
ハ

首
、
新
千
載
集
に
二
十
二
首
、
錦
繍
潅
集
に
十
七
首
、
新

後
払
遺
事
に
十
八
首
、
新
績
古
今
集
に
十
二
嘗
慰
め
ら
れ
、

新
説
載
集
撰
集
の
時
の
百
誉
和
歌
の
詠
草
こ
し
て
は
延
文

二
年
百
首
灘
歌
｝
憲
が
あ
り
、
其
の
家
の
集
ご
し
て
は
等

持
寺
殿
卿
集
一
憲
が
存
し
て
み
る
。
彼
の
詠
は
淡
し
て
優

秀
ご
黙
す
べ
き
灘
の
も
の
で
な
く
．
寧
ろ
一
議
の
檀
那
藝

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ご
も
、
和
歌
に
和
営
に
執
心

を
有
っ
て
み
た
こ
ご
は
否
ま
れ
な
い
。

♂



　
愈
氏
の
此
の
嗜
好
は
や
は
り
子
孫
に
も
韓
へ
て
る
る
，

弟
の
直
義
も
同
じ
趣
昧
を
有
っ
て
み
た
。
義
詮
は
貞
治
二

年
差
安
田
寺
の
帥
託
詩
歌
を
拗
蔵
し
、
翌
年
に
は
住
吉
に

墾
発
し
て
其
の
紀
行
を
草
し
、
貞
治
六
年
に
は
新
玉
津
島

魁
に
於
い
て
笹
藪
を
催
し
た
Q
新
玉
津
島
飛
歌
合
ご
い
ふ

の
は
郎
ち
其
の
時
の
詠
で
あ
る
、
彼
の
詠
歌
も
風
雅
集
に

二
首
、
新
千
載
集
に
十
一
首
、
新
拾
遽
集
に
十
五
首
、
新

後
論
還
集
に
十
九
首
、
麻
績
・
吉
論
集
に
七
首
牧
め
ら
れ
て

る
る
。
義
満
に
至
っ
て
は
一
層
深
く
歌
道
に
浸
潤
し
た
Q

彼
は
御
子
左
爲
遠
、
二
條
爲
重
を
重
用
し
た
が
、
輪
重
の

家
集
に
よ
れ
ば
、
幕
府
で
は
月
次
和
歌
會
を
催
し
、
な
ほ

臨
時
に
毎
月
　
回
議
は
二
回
の
會
を
開
い
て
み
る
。
こ
れ

は
其
の
後
殆
ざ
幕
府
の
概
言
こ
な
っ
た
。

　
か
く
足
利
氏
が
何
れ
も
和
歌
を
嗜
ん
だ
こ
い
ふ
こ
ご
は

勿
論
そ
れ
に
趣
味
を
薫
じ
て
の
事
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
…
・

は
ま
た
京
都
に
居
っ
て
紳
繕
家
の
風
に
戚
化
せ
ら
れ
元
の

で
あ
っ
て
、
奪
氏
は
凡
て
頼
、
朝
を
以
て
遡
想
こ
し
．
其
の

　
　
　
纂
九
夏
　
　
研
　
二

足
利
博
代
に
於
け
る
勅
撰
集
編
纂
の
拝
興
の
寮
欝
に
つ
い
て

三
面
に
追
從
し
や
う
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
止
む
を
得
す

京
都
に
本
援
を
据
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
に
縛

ら
れ
、
頼
、
朝
の
如
く
關
束
に
幕
府
を
開
く
事
が
鵠
來
す
、

将
士
を
傘
み
て
こ
、
に
永
住
し
だ
爲
め
に
，
彼
を
始
め
武

士
一
同
は
，
皆
公
家
の
高
い
文
化
ご
典
雅
な
澱
養
に
化
せ

ら
れ
る
事
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
彼
が
歌
道
や
暑
樂
、
蹴

鞠
な
ざ
に
勤
し
ん
だ
の
も
、
何
れ
も
紳
繕
の
生
活
、
趣
味

に
憧
燦
、
し
、
カ
め
て
そ
れ
を
倣
は
ん
こ
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
頼
朝
を
理
想
こ
し
な
が
ら
，
知
ら
す
識
ら
す
清
盛
の

轍
を
軽
ん
で
る
た
の
で
あ
る
。
義
満
に
至
っ
て
は
既
に
全

く
公
卿
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
居
り
、
尿
路
ご
同
様
に

生
活
し
や
う
ご
し
、
或
は
寧
ろ
至
尊
の
日
常
を
も
倣
は
ん

こ
し
た
。
彼
は
近
衛
道
面
よ
り
裾
厨
家
の
練
の
傳
を
受
け

た
が
、
こ
れ
は
全
く
公
卿
こ
し
、
左
大
臣
と
し
て
廟
堂
に

立
つ
用
意
で
あ
る
。
又
主
上
の
御
樂
傳
受
に
倣
ひ
、
豊
原

信
秋
か
ら
混
合
、
萬
秋
樂
、
甘
州
巳
拍
子
、
團
認
証
、
皇

帝
破
門
不
等
の
傳
受
を
受
け
た
。
か
う
い
ふ
風
な
趣
味
を

　
　
　
　
　
　
　
窮
｝
一
二
騨
酬
　
　
　
　
一
｝
エ
　
（
三
山
ハ
五
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究

有
ち
、
又
か
う
い
ふ
風
な
生
活
を
し
た
足
利
氏
の
代
々
は
、

撰
集
の
事
を
非
常
に
重
大
事
し
、
又
そ
れ
を
希
望
し
π
の

は
當
然
の
事
で
あ
ら
う
。
或
は
朝
廷
を
差
措
い
て
、
磨
ら
・

編
纂
し
や
う
ご
し
た
其
の
心
持
も
容
易
に
察
し
得
ら
れ
る

で
あ
ら
う
。

　
其
の
上
、
當
時
、
勅
撰
集
の
編
纂
は
等
号
御
一
分
の
事

で
は
な
く
、
國
家
の
政
務
ご
思
は
れ
て
る
た
。
宮
中
の
御

事
業
…
な
る
撰
歌
が
府
中
の
事
に
混
同
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

宮
中
府
中
の
別
は
往
々
混
同
せ
ら
れ
勝
で
あ
り
、
殊
に
我

が
日
本
で
は
常
の
事
で
あ
っ
て
、
撰
歌
の
事
も
必
ず
し
も

此
の
時
代
に
限
っ
た
こ
ご
で
は
な
く
、
既
に
鎌
倉
時
代
か

ら
一
の
政
務
ど
思
は
れ
て
る
た
Q
其
の
時
代
の
各
集
が
、

毎
度
天
皇
が
御
講
位
の
後
，
院
政
を
視
ら
れ
る
機
に
な
っ

て
か
ら
編
纂
の
事
を
命
せ
ら
れ
π
ε
い
ふ
の
も
、
こ
れ
を

一、

ﾌ
政
務
ご
認
め
ら
れ
た
か
ら
の
事
で
あ
る
。
此
■
の
時
代

に
於
い
て
も
な
ほ
同
様
に
考
へ
ら
れ
て
る
た
の
で
、
花
園

上
皇
が
御
裏
革
の
風
雅
集
の
編
纂
を
武
家
に
御
相
談
に
な

足
利
暗
代
に
於
け
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
露
惜
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
餓
π
三
號
　
　
　
　
　
一
六
　
　
（
一
二
山
ハ
山
ハ
）

っ
だ
の
も
、
後
光
叢
天
皇
が
新
千
載
集
編
纂
の
時
、
執
務

手
差
の
先
例
を
洞
院
公
賢
に
御
諮
問
に
な
つ
だ
の
も
、
こ

れ
を
一
の
政
務
ε
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
績
右
今

集
の
時
に
、
上
に
は
後
花
園
天
皇
が
御
文
に
御
座
し
ま
し
、

外
に
院
政
を
親
ら
る
、
後
小
松
上
皇
が
ゐ
ら
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
薩
戒
記
に
も
「
凡
院
御
治
世
之
時
、
猶
可
爲

院
宣
鰍
之
由
有
沙
汰
」
ご
い
ひ
、
満
濟
准
后
日
記
に
、
飛
鳥

井
雅
世
の
言
ε
し
て
、
「
御
治
世
院
御
坐
之
時
、
避
難
旨
被

行
公
事
先
例
無
之
鰍
」
ε
記
し
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

も
髪
型
勅
撰
集
編
纂
の
事
を
朝
廷
の
政
務
ご
認
め
て
み
た

こ
ご
が
知
ら
れ
る
。
た
“
此
の
時
代
に
御
治
世
の
院
が
御

坐
し
ま
し
π
に
か
、
は
ら
す
、
毎
度
紛
旨
に
よ
っ
て
撰
集

を
行
は
れ
た
の
は
、
一
は
後
光
鰻
天
皇
の
新
千
載
集
の
前

壁
、
即
ち
等
持
寺
殿
の
佳
例
に
從
は
れ
た
の
ぎ
、
他
は
此

の
時
代
の
政
務
に
は
、
幕
府
の
干
渉
が
甚
し
く
、
院
政
も

完
全
に
行
は
れ
す
、
殆
ご
有
名
楼
閣
に
な
9
、
み
た
か
ら

で
あ
る
。
新
千
載
集
の
前
躍
ご
は
、
延
丈
元
年
の
頃
院
政



を
御
覧
に
な
る
上
皇
が
御
座
し
ま
さ
す
、
政
務
は
天
皇
の

親
政
で
い
の
っ
た
か
ら
、
…
從
っ
て
撰
集
も
聖
旨
で
行
は
れ
た

の
で
、
後
の
撰
集
は
假
賢
路
治
世
の
上
皇
が
御
座
し
ま
し

て
も
、
何
れ
も
こ
れ
を
前
例
ピ
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
、
等
時
に
あ
っ
て
は
撰
集
の
事
は
朝
廷
の

一
の
政
務
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
幕
府
は
前
に
も
言
っ
た
襟

に
殆
ざ
極
端
に
政
務
に
干
渉
し
、
上
皇
ご
天
皇
ご
は
た
や

虚
器
を
擁
し
て
ゐ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
有
襟
で
あ
っ
た
。

既
に
か
く
政
務
に
干
渉
す
る
事
を
常
ビ
し
て
み
る
幕
府
が

一
の
政
務
ご
心
得
て
み
た
勅
撰
集
の
編
纂
を
、
三
分
の
手

で
計
書
し
、
そ
れ
を
た
“
上
皇
に
奏
聞
す
る
に
止
め
た
ご

い
ふ
榛
な
事
も
、
決
し
て
不
都
合
な
磐
越
な
事
だ
こ
は
思

は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
時
代
の
勅
撰
集
編
纂
の

特
異
な
る
黒
蝿
も
、
か
、
る
時
世
相
を
翌
話
す
る
事
に
よ

っ
て
、
其
の
理
窟
を
明
に
す
る
事
が
出
叢
る
し

山A
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
足
利
時
代
に
於
け
ろ
勅
撰
集
編
纂
の
特
異
の
露
・
幣
…
に
つ
い
て

　
我
が
勅
撰
集
は
第
二
十
H
代
の
新
績
古
今
集
を
以
て
、

永
く
其
の
絡
を
告
げ
た
Q
等
持
寺
殿
以
來
代
々
の
御
佳
例

も
義
厳
の
代
に
於
い
て
最
後
の
幕
を
閉
ぢ
た
の
で
あ
る
。

義
敏
の
男
に
し
て
事
毎
に
縄
父
義
満
の
行
動
を
模
倣
し
や

う
こ
し
、
殊
に
和
歌
に
於
い
て
は
父
組
累
代
の
誰
よ
り
も

扇
雇
入
立
ち
深
く
、
叉
秀
で
た
詠
口
で
あ
っ
た
義
政
が
、
こ

う
し
て
代
々
の
御
佳
例
を
織
承
し
や
う
ε
し
な
か
っ
た
の

で
あ
ら
う
か
。
頗
る
案
外
な
事
の
様
に
思
は
れ
て
な
ら
な

い
が
、
心
際
に
於
い
て
は
や
は
う
彼
も
前
躍
を
追
は
う
こ

し
た
や
う
で
あ
る
。
寛
正
六
年
に
復
た
撰
集
の
企
て
が
あ

っ
た
。
即
ち
其
の
二
月
二
十
二
日
（
公
卿
補
任
に
よ
る
、
大

乗
院
日
記
目
録
に
は
二
十
一
日
に
作
る
）
後
花
園
院
上
皇

の
院
宣
に
よ
っ
て
、
飛
鳥
井
雅
世
の
息
男
雅
親
に
撰
者
を

命
ぜ
ら
れ
た
。
義
政
及
び
義
侮
に
深
く
親
駝
せ
ら
れ
た
姉

小
路
基
綱
も
其
の
和
歌
所
の
寄
人
に
補
せ
ら
れ
、
九
月
二

十
入
日
に
飛
鳥
井
家
の
私
邸
に
於
い
て
和
歌
所
の
事
始
を

な
し
、
撰
集
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ざ
も
此
の
集

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
一
七
　
（
一
二
六
七
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
漢
人
の
叢
塊
開
墾
に
就
い
て

は
途
に
奏
…
覧
の
運
に
至
ら
な
か
っ
た
Q
そ
れ
は
蓋
し
璽
々

癒
仁
元
年
に
起
つ
た
大
観
の
爲
め
で
あ
っ
て
、
此
の
扁
働

の
後
は
、
永
く
京
中
に
寧
日
無
く
、
世
態
も
漸
く
一
団
せ

ん
ご
し
て
、
等
持
寺
殿
以
來
代
々
の
御
佳
例
も
愈
々
實
際

に
期
末
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
途
に
第
二
十
二

代
集
を
見
る
事
が
出
撃
な
い
事
ε
な
っ
た
u

　
義
樹
の
和
歌
に
謝
す
る
執
心
は
更
仁
一
…
暦
深
い
も

の
が
あ
っ
た
け
れ
こ
も
、
彼
は
再
び
嚢
組
以
來
の
前
例
に

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
入
　
（
三
六
入
）

從
は
う
ご
は
せ
す
、
朝
廷
を
離
れ
、
自
身
二
分
で
打
聞
を

編
纂
し
よ
う
ご
し
た
Q
彼
に
於
い
て
は
撰
集
は
最
早
決
し

て
一
の
政
務
で
は
な
く
己
呉
に
文
學
的
の
事
業
で
あ
っ
た

此
の
打
聞
は
殆
ご
完
成
に
近
づ
き
、
名
も
選
藻
抄
ざ
命
意

ら
れ
た
が
、
共
の
天
折
の
爲
め
に
不
幸
に
も
一
章
の
功
を

脇
い
た
の
は
、
誠
に
彼
の
爲
め
に
悲
む
べ
き
事
で
あ
り
、

叉
當
代
の
文
學
の
爲
め
に
も
甚
だ
惜
む
べ
き
事
で
あ
る
。

漢
入
の
蒙
地
開
墾
に
就
い
て
　
（
上
）

文
學
博
士
　
矢

野

仁

一

　
元
異
質
律
楚
材
佛
に
、
別
迭
ご
云
ふ
元
の
太
宗
の
近
臣

が
、
漢
入
金
補
於
國
、
可
悉
塞
其
人
以
爲
牧
地
ε
言
っ
た

時
に
、
楚
材
は
地
無
商
税
卵
酒
山
澤
の
利
を
以
て
得
れ
ば
、

優
に
軍
需
に
資
す
る
を
岸
べ
く
補
無
し
ご
謂
ふ
べ
が
ら
す

ご
言
っ
て
、
太
宗
を
諌
め
て
思
ひ
止
ま
ら
し
め
た
話
が
見

え
て
居
る
。
七
百
年
前
蒙
古
入
に
國
に
補
無
し
ご
言
は
れ

た
陰
欝
は
、
反
封
に
蒙
古
の
牧
地
を
占
耕
し
て
今
や
蒙
古
を

墨
げ
て
農
地
ご
爲
さ
す
む
ば
已
ま
ざ
る
慨
を
示
し
て
居
る
o


