
　
　
　
第
十
二
巻
　
　
維
　
纂
　
　
歴
史
の
研
究
（
下
）

一
條
ハ
…
篇
ノ
綱
領
ニ
シ
プ
ハ
以
下
ノ
薮
條
ハ
其
属
ノ
如

シ
、
國
本
ヲ
立
翅
ト
ハ
皇
國
ノ
本
膿
・
動
鑑
セ
シ
メ
ザ
ル

ヲ
云
、
本
証
ト
ハ
則
皇
統
一
系
萬
古
叢
・
命
ナ
ク
、
綱
常
明

カ
ニ
禮
儀
ヲ
患
剛
ヒ
、
廉
羅
ヲ
雷
㎝
ン
シ
、
民
心
ヲ
維
…
持
ス
ル

壷
皿
シ
テ
且
大
ナ
ル
者
ナ
リ
、
紀
綱
ヲ
張
ル
ト
の
綱
ハ
綱

ノ
大
総
、
紀
ハ
羅
中
締
縷
ノ
目
ニ
シ
プ
、
専
大
ナ
ル
者
ヲ

張
り
最
小
ナ
ル
者
ヲ
治
ル
ヲ
云
也
、
今
や
洋
説
横
行
將
二

國
本
ヲ
傾
敗
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
ト
ス
、
是
ヲ
以
更
二
紀
綱
ヲ

張
り

皇
國
ノ

基
礎
ヲ釜
確甕
定

説
　　垂
直

左2
i’　5’

公蔦

繊
光

　
以
上
二
一
こ
の
問
題
を
中
心
こ
し
て
國
禮
擁
護
蓮
動
の
一

片
鱗
を
記
述
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
世
相
に
光
明

面
ご
暗
黒
面
の
存
す
る
こ
ご
は
三
浦
周
行
先
生
の
常
に
説

か
る
、
所
で
あ
る
が
、
此
の
一
篇
の
筋
の
如
き
も
亦
其
一

例
に
豊
田
る
ご
思
ふ
Q
誠
叩
に
軸
欝
く
べ
き
露
世
態
玉
楼
燭
の
時
代
で

あ
っ
た
。

歴

史

の

研

究
　
㈲

　
　
　
　
三
　
癒
用
史
學
は
純
正
科
學

　
修
史
家
は
過
去
の
事
實
を
只
有
り
の
ま
、
に
傳
へ
て
居

る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
記
述
す
る
ご
こ
ろ
の
事
實
に
つ

い
て
、
偶
然
に
起
つ
た
ε
か
、
紳
の
思
召
に
よ
っ
た
ご
か

交
學
博
士
　
新
　
見

吉
　
治

何
々
こ
い
ふ
原
因
が
あ
っ
た
ご
か
、
何
ご
か
角
こ
か
理
屈

を
つ
け
て
直
撃
ピ
事
實
こ
の
賜
の
連
絡
の
説
明
を
試
み
て

居
る
。
修
史
家
に
何
等
か
の
歴
・
肥
槻
i
歴
史
哲
學
一
「

を
持
っ
て
居
な
い
・
b
の
は
な
い
。
雄
藩
蓄
學
ご
い
ふ
儲
拡



打
ウ
て
居
な
く
て
も
単
修
史
學
の
登
生
ご
同
時
に
歴
史
の

哲
學
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
Q
之
が
た
め
に
史
書
は
讃
者

に
史
實
の
知
識
だ
け
を
與
へ
る
を
以
て
満
足
し
て
は
み
な

い
Q
必
ず
史
實
を
構
成
す
る
理
法
に
關
す
る
知
識
を
も
與

へ
ん
こ
し
て
居
る
。
そ
し
て
爾
ほ
滋
徳
上
の
見
地
よ
り
、

或
は
宗
聖
上
の
見
地
よ
り
、
或
は
學
術
上
の
見
地
よ
り
、

其
他
種
々
の
見
地
よ
り
過
去
の
串
來
事
に
つ
い
て
論
断
を

下
し
て
居
る
、
史
論
の
加
は
ら
澱
史
書
は
皆
無
で
あ
る
ビ

い
ふ
て
よ
い
。
明
ら
さ
ま
に
論
断
し
な
く
て
も
、
述
べ
ら

る
べ
き
吏
實
の
取
捨
葉
張
に
當
っ
て
史
論
が
加
へ
ら
れ
て

居
る
ゆ
　
　
　
鱒

　
史
家
は
過
去
の
事
實
全
部
を
細
大
洩
ら
さ
す
記
述
す
る

も
の
で
な
い
Q
何
等
か
標
準
こ
す
る
債
値
の
尺
度
が
あ
っ

て
、
之
に
よ
っ
て
記
述
す
べ
き
史
實
ご
記
述
す
べ
か
ら
ざ

る
事
實
ご
の
判
鋼
を
な
し
て
居
る
Q
史
書
に
よ
り
て
癒
用

知
識
を
得
ん
ビ
す
る
も
の
は
そ
れ
が
た
め
勢
ひ
多
護
を
要

す
る
。
東
西
古
今
の
史
書
を
通
じ
て
、
東
西
古
今
の
歴
史

　
　
　
第
十
こ
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
歴
吏
の
研
究
（
下
）

に
蓮
憧
ざ
れ
ば
塾
普
遍
貯
の
歴
史
法
財
を
露
納
す
る
こ
ご

は
果
然
が
た
い
。
こ
の
黙
に
於
て
日
本
の
學
者
は
、
西
洋

来
者
よ
り
も
長
所
を
有
っ
て
居
る
。
日
本
の
聖
者
は
支
那

の
史
を
讃
み
、
國
史
ご
比
較
も
た
。
西
洋
の
學
問
が
翰
入

さ
る
、
に
及
ん
で
西
洋
吏
を
も
忍
ん
だ
。
そ
し
て
東
西
洋

を
通
す
る
歴
史
の
理
法
あ
る
べ
き
こ
ご
を
信
じ
て
疑
は
な

い
。
然
る
に
西
洋
で
ば
古
く
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
ギ
ソ
シ

ヤ
・
ロ
ー
マ
溝
前
の
入
物
に
つ
い
て
比
較
詐
傳
の
如
き
が

あ
る
が
、
最
近
季
で
東
洋
の
歴
史
に
暗
か
っ
た
爲
め
に
、

東
西
洋
の
思
惑
が
類
似
し
た
経
路
を
た
ご
つ
て
居
る
な
ざ

、
い
ふ
こ
ご
は
夢
想
だ
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
、
近
代

の
大
史
家
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
先
生
で
さ
へ
、
1
3
イ
ッ
史
ご
日

本
吏
ε
の
比
較
研
究
を
主
唱
せ
ら
れ
た
の
は
、
　
一
九
一
〇

年
＋
月
三
十
」
日
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
學
総
長
就
任
式
演
説
に

於
て
い
あ
っ
た
。
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
先
生
は
こ
の
比
較
研
究

を
史
要
の
新
傾
向
で
あ
る
や
う
に
唱
へ
て
大
難
の
改
造
ま

で
叫
ん
で
居
ら
る
～
が
、
吾
々
日
本
入
に
は
何
等
新
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
五
三
　
　
（
二
三
一
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
纂
　
　
歴
更
の
研
究
（
下
）
、

ご
も
慰
は
れ
な
い
。
な
ほ
一
九
二
三
年
四
月
べ
〃
ギ
1
國

ブ
ソ
ユ
ッ
セ
ル
に
於
け
る
萬
國
史
學
大
盤
席
上
ピ
レ
ン
ヌ

激
授
ば
「
最
近
世
界
の
大
事
墾
に
よ
り
歴
史
家
に
ご
り
て

は
恰
か
も
地
震
誉
者
に
地
震
が
與
へ
た
や
う
な
問
題
が
提

超
せ
ら
れ
た
。
師
ち
歴
更
家
は
山
繭
見
ざ
る
問
題
に
當
面

す
る
こ
ど
、
な
っ
た
。
偏
窟
確
立
し
た
る
學
説
を
打
破
ぶ

る
事
實
が
起
つ
た
○
或
る
種
の
墨
隈
的
偏
見
を
覆
へ
し
た
。

殊
に
人
種
に
…
冒
す
る
偏
見
を
覆
へ
し
た
。
五
口
人
は
…
最
一
早
歴

写
声
現
象
の
説
明
ご
し
て
，
人
種
を
持
ち
出
す
こ
ご
は
出

漁
鍛
。
：
：
…
：
交
化
國
民
の
｝
般
の
狡
達
は
共
蓮
の
法
話

に
從
っ
て
居
・
⇔
、
若
し
吾
人
が
此
法
則
を
説
朋
す
る
爲
に

人
種
ご
い
ふ
要
素
を
引
張
つ
で
來
や
う
こ
す
る
な
ら
ば
、

未
知
の
事
を
未
知
の
事
に
よ
っ
て
解
騨
せ
ん
ご
企
つ
る
も

の
で
あ
る
。
國
民
的
個
性
の
問
題
は
比
較
的
方
法
で
研
究

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
｝
斎
言
の
歴
史
は
入
類
の
歴
史
の

着
眼
瓢
よ
り
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
密
な
る
全
騰
の
一
部

で
し
て
考
究
せ
訟
ば
な
ら
ぬ
。
セ
い
ふ
や
う
な
意
児
を
述

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
五
四
　
　
（
二
三
二
）

べ
た
。
義
が
國
の
隠
者
が
昔
は
支
那
史
を
以
て
温
故
知
新

の
資
料
こ
し
、
．
維
新
後
は
西
洋
の
歴
吏
に
よ
っ
て
我
が
國

民
の
進
む
べ
き
路
を
知
ら
う
ご
し
て
居
る
態
度
か
ら
考
へ

そ
見
た
こ
き
、
西
洋
學
者
の
量
器
の
遽
い
の
を
怪
し
ま
ざ

る
を
得
ぬ
。

　
比
較
研
究
の
範
園
が
廣
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ざ
、
入
類
の

歴
吏
に
於
け
る
普
遍
一
的
現
象
が
明
に
な
る
ε
同
時
に
、
叉

自
民
の
特
殊
性
も
明
か
に
な
る
。
自
國
の
歴
史
に
の
み
特

有
の
事
ビ
思
っ
て
居
る
事
が
、
外
講
話
に
も
現
は
れ
て
居

る
事
を
知
っ
て
、
人
種
的
偏
見
を
去
り
入
滅
の
性
情
が
｝

楼
で
あ
る
こ
ご
を
嘉
納
し
得
た
現
代
の
開
け
た
る
西
洋
學

者
は
我
が
謂
ふ
ご
こ
ろ
の
護
憲
學
を
純
正
科
學
の
地
位
に

ま
で
築
き
王
ぐ
る
こ
ご
に
異
議
を
述
べ
得
な
い
で
あ
ら

y
フ
。

　
古
今
東
西
の
歴
史
に
通
す
る
普
遍
の
法
則
を
抽
象
し
て

こ
れ
に
よ
り
て
奇
言
を
推
す
こ
ご
の
繊
來
る
や
う
研
究
の

歩
を
…
進
む
る
こ
ご
が
、
こ
れ
が
純
正
の
下
方
で
あ
り
、
讃



史
學
の
進
む
べ
き
滋
で
あ
る
。
近
代
の
歴
史
哲
學
者
の
謂

ふ
ご
こ
ろ
の
一
回
限
り
で
繰
返
さ
や
る
事
實
を
研
究
す
る

は
修
史
家
の
仕
事
で
あ
る
Q
歴
吏
、
理
論
、
歴
史
洪
則
の

研
究
は
修
史
家
の
記
述
を
吏
實
の
眞
相
を
得
た
も
の
こ
假

想
し
て
、
そ
の
研
究
を
進
め
て
行
っ
て
よ
い
。
ベ
ル
ン
ハ

イ
ム
の
所
謂
登
展
的
歴
史
が
史
學
で
あ
り
、
科
學
で
あ
る

・
こ
い
乱
は
．
修
史
家
が
理
論
的
考
察
を
試
み
て
居
る
か
ら

で
あ
る
。
け
れ
ざ
も
修
史
家
は
矢
張
）
何
虚
ま
で
も
叙
述

的
で
あ
る
。
歴
史
理
法
の
適
用
を
試
み
て
居
る
だ
け
で
あ

る
。
私
の
い
ふ
研
究
は
具
艦
的
記
述
か
ら
理
論
を
癬
塗
す

る
こ
ご
を
ま
こ
し
た
い
ビ
思
ふ
の
で
あ
る
。
但
し
理
論
を

抽
象
し
て
仕
舞
っ
た
ら
ば
、
歴
史
の
範
園
を
脱
し
て
、
画

家
學
と
な
り
、
肚
會
學
ざ
な
り
、
政
治
學
ε
な
り
、
経
濟

學
こ
な
b
、
耳
鳴
學
ご
な
う
、
民
族
心
理
學
ご
な
り
、
莫

他
種
々
の
科
學
こ
な
っ
て
仕
舞
ふ
ぞ
こ
い
ふ
異
論
が
起
る

か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
私
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
を
綜
合
し
た
歴

史
一
般
に
蓮
す
る
純
正
史
學
圏
い
ふ
回
心
が
成
立
し
得
る

　
　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
歴
吏
の
研
究
（
下
）

こ
ご
を
信
じ
迎
い
。

　
歴
史
は
不
断
の
墾
化
で
あ
る
。
そ
の
墾
化
は
如
何
な
る

方
向
に
…
進
む
か
。
之
を
豫
測
す
る
こ
ご
が
出
來
た
ら
ば
史

學
は
完
成
す
る
。

　
私
は
矛
盾
蔓
立
の
原
則
ビ
要
協
埋
め
合
せ
の
原
則
ご
い

ふ
こ
ご
を
唱
蔵
し
た
い
。
凡
て
の
制
度
，
文
物
、
思
想
行

爲
の
墾
化
す
る
方
向
は
一
の
極
端
よ
り
他
の
極
端
へ
向
て

…
進
み
、
復
た
元
の
方
向
へ
逆
戻
り
す
る
こ
ご
、
恰
か
も
時

計
の
振
子
が
左
右
動
を
な
す
が
如
く
で
あ
り
、
又
波
浪
の

上
下
動
を
な
す
が
如
く
で
あ
る
。
歴
史
現
象
の
矛
盾
醤
立

は
物
理
學
の
動
反
動
の
饗
立
、
遠
心
力
、
求
心
力
の
樹
立
の

理
に
よ
6
て
も
説
明
す
る
こ
ご
が
出
走
る
。
チ
エ
ー
．
矛
一

氏
が
民
衆
化
の
法
則
こ
い
ふ
こ
ε
を
説
い
て
を
る
の
は
米

言
入
の
國
膿
観
か
ら
葬
り
忠
し
た
僻
見
で
あ
っ
て
、
貴
族

制
度
や
客
主
制
度
を
悪
制
で
あ
る
ご
す
る
偏
見
が
あ
る
。

政
治
上
に
，
於
け
る
民
衆
生
義
の
垣
立
は
個
人
専
制
主
義
で

あ
る
。

箪
二
號

五
五
　
　
，
（
一
ご
一
一
三
）



　
　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
歴
吏
の
研
究
（
下
）

　
治
者
被
治
者
は
謝
曝
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場

は
矛
盾
し
て
を
る
。
而
か
も
之
が
協
調
を
は
か
っ
て
行
く

こ
こ
ろ
に
安
定
が
あ
る
。
治
者
被
治
宮
禮
の
遷
化
に
よ
っ

て
勢
力
關
係
に
凝
化
が
生
す
る
Q
政
治
の
形
か
ら
い
べ
ば

治
者
が
一
人
な
る
君
主
制
か
ら
少
数
の
貴
族
政
治
を
経
て

民
衆
主
樫
の
共
和
制
に
…
進
化
す
る
が
歴
史
の
法
則
で
あ
る

か
の
如
く
考
へ
る
は
、
米
國
思
想
で
あ
る
。
又
産
業
上
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ざ
、
欝
へ
て
経
濟
上
で
も
少
数
の
資
本

家
に
経
堂
生
活
を
支
配
せ
し
む
る
は
、
肚
會
の
不
利
盆
で

あ
る
か
の
や
う
に
論
ず
る
こ
と
が
現
代
思
潮
で
あ
る
が
、

是
は
只
｝
面
の
獲
達
を
の
み
見
た
論
で
あ
る
。
共
和
國
で

は
主
樺
が
入
信
に
あ
る
ご
考
へ
て
居
る
け
れ
こ
も
、
實
際

は
大
統
領
が
嘱
人
で
行
政
を
統
べ
て
居
る
。
米
國
の
政
蕪

に
は
首
領
ご
か
総
裁
な
ご
い
ふ
も
の
は
な
い
け
れ
こ
も
、

ボ
ス
ピ
い
ふ
も
の
が
学
習
て
居
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ

プ
。
べ
き
米
國
議
會
に
は
委
員
制
度
が
獲
達
し
て
少
数
の
專

門
家
に
決
議
樺
が
委
か
さ
れ
た
こ
同
然
に
な
っ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
二
羅
W
　
　
　
五
山
ハ
」
　
（
ご
三
四
）

米
國
憲
法
の
亭
号
も
近
時
次
第
に
専
制
化
し
つ
、
あ
る
や

う
だ
。
國
総
議
員
の
選
墨
椹
は
英
國
に
於
け
る
如
く
段
々

擾
張
せ
ら
れ
て
普
選
こ
な
る
が
大
勢
で
あ
る
か
の
如
く
思

は
る
、
が
、
そ
の
窮
極
は
議
題
不
信
任
を
意
味
す
る
國
民

一
般
投
票
制
度
の
採
用
ご
な
り
て
、
軍
に
賛
否
を
表
す
る

だ
け
の
墾
政
樫
ご
な
り
、
其
裏
面
に
は
軍
港
者
一
入
乃
至

少
数
の
意
見
と
い
ふ
も
の
に
追
從
す
る
か
、
せ
ぬ
か
の
問

題
ご
な
る
。
ロ
ー
マ
の
歴
史
に
於
て
貴
族
李
民
の
同
権
こ

な
り
て
よ
り
後
、
貧
富
の
孚
こ
な
り
、
難
民
蕪
の
領
袖
が
三

頭
政
治
か
ら
猫
裁
政
治
を
造
り
あ
げ
、
共
和
國
の
名
義
の

下
に
帝
政
々
治
を
築
き
あ
げ
た
る
や
う
な
反
動
が
將
來
起

ら
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
の
方
面
に
向
っ
て
近
世
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
が
逆
縛
し
つ
、
あ
る
こ
ご
を
私
は
認
め
る
。
水
の

低
き
に
つ
く
は
興
理
の
や
う
な
れ
ご
も
、
之
を
せ
き
止
め

た
ら
ば
水
面
は
段
々
昂
ま
り
て
逆
流
す
る
や
う
に
な
る
。

或
は
・
噴
水
の
作
用
も
超
し
、
或
は
氣
膝
の
な
い
ご
こ
ろ
へ

は
吸
ひ
上
げ
ら
る
、
こ
ご
も
あ
る
。
米
七
人
は
膚
由
李
等



を
画
是
ご
す
る
け
れ
こ
も
、
魁
會
主
義
者
の
理
想
と
す
る

が
如
き
、
李
等
の
生
活
を
實
現
せ
ん
ご
は
淡
し
て
考
へ
て

居
ら
す
、
各
入
に
立
身
出
世
の
機
曾
を
均
等
に
得
さ
せ
た

い
ご
い
ふ
こ
8
を
理
想
こ
し
て
、
各
人
地
位
の
向
上
に
努

力
し
つ
、
あ
る
っ
米
國
に
て
近
來
家
系
研
究
の
如
き
こ
ご

が
流
行
の
兆
あ
る
に
徴
し
て
も
、
又
米
選
民
が
勢
働
者
の

生
活
低
下
を
阻
止
せ
ん
が
た
め
に
移
民
防
止
策
を
講
ず
る

が
如
き
に
徴
し
て
も
、
米
國
民
の
貴
族
化
傾
向
を
ト
す
る

こ
ご
が
患
來
る
。
思
想
の
上
か
ら
い
へ
ば
、
、
理
想
主
義
と

實
現
主
嚢
こ
の
茎
立
も
…
進
歩
主
義
ご
保
守
主
義
ご
の
軍
立

も
一
進
一
退
の
關
係
に
あ
る
。
儒
激
で
い
ふ
天
理
ご
人
慾

こ
の
豊
立
の
如
き
、
江
戸
時
代
の
思
想
に
於
け
る
義
理
ご

人
情
ご
の
甥
立
の
如
き
、
人
間
の
行
動
を
左
右
し
つ
、
あ

る
も
の
で
あ
る
ゆ
動
揺
の
激
し
く
大
な
る
ご
き
は
影
響
が

大
で
あ
る
。
歴
史
上
の
墾
化
こ
し
て
は
寧
ろ
塵
ふ
べ
き
こ

ご
に
質
す
る
。

　
安
協
理
め
．
合
せ
の
原
則
と
い
ふ
も
の
は
、
矛
盾
し
た
る
・

　
　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
纂
　
　
歴
史
の
研
究
！
下
）

作
用
が
相
牽
制
し
て
中
正
を
得
た
る
と
こ
ろ
に
安
定
が
あ

る
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
，
忠
霊
に
中
庸
の
滋
ご
い
ふ
も
の
は

是
で
あ
る
。

　
減
縮
淡
窓
、
旭
荘
こ
い
ふ
は
性
格
の
異
っ
た
兄
弟
で
あ

っ
だ
Q
弟
の
旭
荘
は
無
遠
慮
で
大
食
で
あ
っ
た
。
三
子
林

外
を
戒
め
で
、
徳
は
遽
慮
の
二
宇
に
始
ま
り
、
養
生
は
寡
い

食
の
二
字
よ
り
始
ま
る
こ
い
ふ
た
。
兄
の
淡
窓
は
旭
荘
ε

は
打
っ
て
墾
っ
て
遠
慮
勝
で
且
つ
小
食
の
入
で
あ
っ
た
Q

甥
林
外
を
養
子
こ
し
之
を
戒
め
て
い
ふ
、
徳
は
無
遠
慮
に

始
ま
り
、
養
生
は
大
食
に
始
ま
る
ご
。
林
外
は
何
れ
に
從

っ
て
よ
ろ
し
き
か
に
迷
っ
た
こ
ご
、
思
は
れ
る
が
、
淡
窓

旭
荘
の
二
人
が
各
、
目
己
れ
の
溺
瓢
を
知
り
其
子
を
し
て
覆

轍
を
躇
ま
せ
な
い
や
う
に
ご
い
ふ
考
か
ら
轟
た
警
句
と
思

は
れ
る
。
導
入
々
格
の
修
養
に
撃
て
此
の
如
く
に
し
て
埋

め
合
せ
の
原
則
が
行
は
れ
る
。
自
由
の
ア
メ
ソ
カ
合
衆
國

に
於
て
自
畳
し
た
服
從
を
敷
へ
、
服
從
に
慣
れ
た
我
が
國

民
に
膚
由
や
構
利
思
想
を
鼓
吹
せ
な
け
れ
ば
な
ら
瞼
所
以

　
　
　
　
　
　
　
第
二
瀧
　
　
　
五
七
　
　
（
二
三
五
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
離
、
纂
　
　
歴
史
の
孫
究
（
下
）

も
こ
、
に
存
す
る
。
然
る
に
我
が
國
に
て
は
今
や
自
殺
や

梅
利
の
藥
が
隈
々
利
き
す
ぎ
た
や
う
な
戚
じ
の
す
る
こ
ご

は
、
安
定
す
べ
き
地
位
を
上
り
過
ぎ
だ
る
が
故
に
、
更
に

復
び
服
從
の
方
向
に
引
き
戻
さ
る
べ
き
で
あ
る
や
う
に
思

は
れ
る
。

　
西
洋
封
建
時
代
の
國
家
的
結
合
は
遠
3
5
カ
が
作
用
ら
き

遇
ぎ
て
殆
ざ
解
騰
さ
れ
て
居
た
が
、
ロ
ー
マ
法
皇
に
よ
り

て
西
洋
全
判
は
宗
鍛
的
に
統
｝
さ
れ
て
居
た
こ
ご
は
、
求

心
力
に
よ
）
て
埋
め
合
せ
が
つ
い
て
居
た
こ
い
ふ
こ
ご
が

毘
煽
る
。
法
皇
は
無
力
で
あ
る
が
、
破
門
の
脅
威
に
よ
っ

て
埋
め
合
せ
を
つ
け
て
居
た
〇

　
　
　
　
四
　
讃
・
更
よ
り
修
史
へ

　
史
書
を
護
む
こ
ご
二
三
な
る
ご
き
記
事
に
出
入
が
あ
り

異
説
が
み
る
こ
ご
に
氣
が
つ
く
。
こ
れ
が
解
決
は
新
ら
し

い
研
究
を
要
す
る
。
乃
ち
更
料
を
蒐
め
汚
濁
を
考
面
す
る

ご
こ
ろ
の
修
史
事
業
ご
な
る
。
属
領
の
眞
否
は
史
書
の
多

数
決
で
は
映
す
る
こ
ご
の
警
衛
ぬ
も
の
で
あ
る
。
史
書
の

　
　
　
　
　
　
　
第
二
駿
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
二
三
六
）

翌
旦
調
べ
を
な
し
て
吏
料
の
批
判
解
繹
に
ま
で
遡
ら
ね
ば

決
定
の
出
家
諏
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
史
料
に
つ
い
て
も

史
家
の
學
識
才
に
よ
り
で
解
繹
が
異
る
。
吏
書
に
異
説
が

起
る
は
臼
然
で
あ
る
。
史
實
の
連
絡
綜
合
の
方
法
に
つ
い

て
も
相
違
が
起
）
、
異
説
を
喚
麹
す
る
。
所
謂
史
實
の
解

巳
繹
に
異
ハ
同
が
生
す
る
。

　
修
史
家
こ
し
て
の
研
究
題
目
を
捉
ら
へ
る
こ
ご
は
讃
史

家
の
能
く
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
科
學
の
研
究
に
於
て
も

先
づ
研
究
題
目
に
隠
す
る
文
獄
の
蒐
集
調
査
が
必
要
で
あ

る
が
、
修
史
家
も
ま
た
更
料
の
蒐
集
の
前
に
、
丈
獄
即
ち

史
書
の
蒐
集
ざ
讃
破
が
必
要
で
あ
る
。
既
成
．
の
史
書
に
書

か
れ
て
あ
る
事
實
に
新
ら
し
い
出
門
を
輿
へ
る
ご
か
、
或

は
ま
だ
書
か
れ
て
な
い
事
實
を
史
料
か
ら
捜
し
出
し
て
書

い
て
見
る
ご
か
い
ふ
事
で
な
い
限
h
は
修
史
家
の
研
究
ご

は
な
ら
諏
。
軍
に
護
史
家
の
仕
事
こ
し
て
計
る
の
み
で
あ

る
。
既
成
の
二
三
の
史
書
に
記
載
さ
れ
た
事
實
を
墓
礎
こ

し
て
新
ら
し
い
見
解
で
組
合
せ
て
新
ら
し
い
形
の
史
書
ご



す
る
こ
ご
も
出
來
る
。
別
に
新
ら
し
い
史
實
を
登
見
し
た

こ
い
ふ
功
は
無
き
も
、
因
果
の
絡
み
合
せ
に
お
い
て
融
解

鐸
を
施
し
た
も
の
は
、
立
派
な
新
ら
し
い
研
究
．
だ
と
い
ひ

得
る
。
若
慧
研
究
家
は
從
家
多
く
研
究
せ
ら
れ
た
問
題
に

つ
い
て
は
新
研
究
の
畑
地
が
な
い
か
の
や
う
に
考
へ
易
い

が
、
事
触
の
解
熱
を
か
へ
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
観
察
の
立

場
を
か
へ
る
事
に
嘗
て
、
新
研
究
の
籐
地
は
常
に
残
さ
れ

て
あ
る
こ
ε
を
狡
画
す
る
。

　
史
料
が
多
く
登
見
せ
ら
る
れ
ば
、
心
見
さ
る
、
ほ
こ
、

史
料
相
互
に
よ
う
て
解
羅
が
な
し
得
ら
る
、
か
ら
、
筆
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

が
便
利
に
な
り
、
正
確
に
な
る
。
そ
れ
ご
同
様
に
、
史
實
の

解
離
も
興
野
が
多
く
な
れ
ば
多
く
な
る
ほ
ざ
逡
歩
す
る
。

近
頃
は
経
濟
學
者
が
経
導
爆
の
研
究
を
な
し
、
法
律
家
の

法
制
愛
研
究
、
文
學
満
の
文
學
史
研
究
な
ご
各
専
門
學
蕾

め
範
團
に
於
て
の
歴
史
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
れ
が

た
め
に
専
門
史
家
の
研
究
の
分
野
が
狡
く
な
っ
た
魏
が
あ

る
が
、
是
は
却
て
喜
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
っ
て
、
い
く
ら
各

　
　
　
策
十
二
巷
　
　
維
　
纂
　
　
歴
史
の
研
究
（
下
）

専
門
學
科
の
歴
史
が
完
成
し
て
も
、
綜
合
史
家
の
研
究
領

域
が
侵
蝕
し
去
ら
る
、
も
の
で
は
な
い
。
綜
合
史
家
は
、

美
術
史
、
証
経
史
、
経
濟
史
、
法
律
史
、
文
學
史
、
宗
激
汐

史
な
ご
各
分
科
の
歴
史
を
列
べ
て
そ
れ
で
満
足
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
Q
各
分
科
の
歴
史
が
完
成
し
た
ら
、
そ
れ
を

統
…
的
見
地
か
ら
見
直
し
て
新
ら
し
い
解
繹
を
つ
け
て
書

き
あ
ら
た
め
る
べ
き
で
あ
る
。
此
統
一
的
癖
地
を
何
庭
に

求
む
べ
き
か
や
修
史
家
の
見
識
の
分
る
、
塵
で
あ
る
ご
患

は
れ
る
。

　
私
は
大
學
一
年
生
の
時
進
級
試
験
の
論
丈
課
題
こ
し
て

田
中
義
成
先
生
か
ら
「
東
山
時
代
美
術
嚢
達
の
原
因
」
こ
い

ふ
を
課
せ
ら
れ
た
。
當
時
私
は
史
論
的
研
究
こ
い
ふ
こ
ご

に
興
味
を
有
っ
て
居
た
、
め
に
、
こ
の
題
目
に
つ
い
て
、

先
づ
普
遍
的
因
果
論
を
案
出
し
た
。
曰
く
一
般
に
美
術
登

達
は
奢
修
の
結
果
だ
。
こ
そ
こ
で
義
政
の
日
常
奢
修
に
耽

っ
た
事
蹟
を
先
生
か
ら
承
は
つ
た
記
録
類
か
ら
抄
鎌
し
て

二
三
項
に
分
類
し
て
韓
稿
を
作
っ
た
。
今
は
甚
だ
そ
の
一

　
　
　
　
　
　
・
第
二
競
　
　
　
五
九
　
　
（
二
三
七
）



　
　
　
錦
十
二
巷
　
　
維
・
、
纂
　
　
歴
史
の
研
究
（
下
）

本
調
子
の
研
究
法
の
不
當
で
あ
っ
て
考
謹
に
な
っ
て
居
た
こ

か
っ
た
こ
ε
を
恥
ぢ
て
居
る
次
錐
で
あ
る
が
、
近
代
経
濟

吏
ご
か
説
會
史
ご
か
い
ふ
方
面
の
新
研
究
に
勝
て
、
私
の

無
謀
な
史
論
的
研
究
辱
類
し
た
研
究
法
が
行
は
れ
て
居
る

傾
向
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
大
正
十
五
年
十
】
月
二
日
登

行
の
就
曾
學
雑
誌
に
若
宮
卯
之
助
氏
が
日
本
馬
愈
學
の
意

義
ご
題
す
る
論
文
を
寄
せ
、
日
本
特
殊
の
史
實
を
研
究
調

査
し
て
旺
本
的
肚
會
學
を
樹
立
す
べ
き
こ
ご
を
唱
滋
せ
ら

れ
て
居
る
の
は
、
從
來
虎
屋
學
の
原
理
原
則
ε
繕
せ
ら
る

、
も
の
が
、
西
洋
の
史
實
だ
け
か
ら
露
達
し
た
特
殊
性
の

も
の
で
、
日
本
肚
會
形
式
に
當
骸
ま
ら
ぬ
こ
ご
を
喝
破
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
唯
物
史
掘
の
流
行
に
よ

り
て
近
頃
は
階
級
反
目
翻
爾
の
跡
を
研
究
す
る
こ
ご
が
流

行
す
る
傾
が
あ
り
、
百
姓
一
揆
の
研
究
な
ざ
が
興
昧
を
惹

く
や
う
に
な
っ
た
が
、
私
は
、
我
が
國
に
於
け
る
政
治
方
針

の
農
民
擁
謹
に
あ
り
し
事
實
及
び
諸
階
級
の
協
調
融
和
、

相
互
扶
助
の
事
實
を
没
却
す
る
こ
ご
の
議
な
き
か
を
憂
ふ

繁
二
號

六
〇
　
　
（
二
三
入
）

る
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
歴
史
事
實
は
錯
即
し
て
居
る
Q
科
學
的
研
究

は
常
に
軍
純
化
し
た
知
識
を
求
め
ん
こ
す
る
が
、
そ
の
研

究
法
は
局
部
に
偏
し
て
全
般
の
知
識
を
敏
く
弊
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
大
聖
に
て
演
習
指
導
は
小
さ
な
問
題
を
捉
ら
へ

て
や
っ
て
居
る
が
、
澱
授
の
講
義
は
大
抵
概
説
を
旨
ざ
す

る
が
如
き
、
こ
の
邊
埋
め
合
せ
の
原
理
を
加
筆
し
て
居
ろ

・．

c
、
寄
せ
ら
る
、
。

　
護
史
ご
修
史
ご
は
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
で
あ
る
Q

修
史
家
に
は
讃
史
を
す
、
め
た
い
。
讃
史
學
を
す
、
め
た

い
。


