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行

　
　
　
　
醐
　
島
根
二
三

　
野
津
左
馬
之
助
氏
を
編
纂
主
任
ご
す
る
島
根
置
旧
は
既

に
五
恕
を
公
け
に
し
て
地
方
難
中
の
雨
眉
こ
の
定
評
が
あ

る
が
、
同
氏
の
不
断
の
努
力
は
最
近
更
に
其
第
六
憲
守
護

地
頭
時
代
の
逸
事
を
見
る
迄
に
進
め
ら
れ
た
。
本
編
は
鎌

倉
時
代
か
ら
建
武
中
興
を
経
て
南
北
朝
車
代
迄
前
後
二
百

無
爵
を
包
擁
す
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
菊
版
入
百
五
十
九
頁

の
中
に
も
猶
ほ
出
雲
國
造
家
の
分
裂
や
石
児
大
森
銀
山
の

二
重
の
如
き
、
趾
曾
上
、
産
業
上
の
重
要
な
る
史
實
を
後

書
に
護
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
程
其
記
述
は
例
に
依
っ

て
精
緻
を
極
め
て
み
る
。
濁
力
碁
集
こ
も
畳
え
澱
ば
か
り

に
彩
し
い
各
覆
の
奥
料
を
騙
撫
し
て
出
雲
、
石
見
、
隠
岐

三
國
に
於
け
る
守
護
地
頭
及
び
こ
れ
を
中
心
ご
し
た
樺
門

武
家
の
荘
園
の
所
在
や
其
鍵
遷
が
丹
念
に
槍
討
さ
れ
て
る

る
の
は
、
編
者
脅
身
多
大
の
謄
力
を
傾
注
し
た
こ
い
っ
て

る
ら
れ
る
の
を
翻
引
な
し
に
受
入
れ
る
こ
と
が
毘
來
る
。

荘
園
研
究
の
資
料
蒐
集
に
つ
い
て
地
・
方
史
家
の
廊
下
に
期

待
す
る
こ
ご
の
多
い
丈
私
は
此
種
努
力
の
結
癌
に
當
面
す

る
毎
に
鰻
重
の
念
を
新
た
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
是
等

の
逡
漏
な
き
蒐
集
は
多
く
の
年
月
を
假
さ
ね
ば
望
ま
れ
ぬ



こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
編
者
も
後
日
の
増
訂
を
期
し
て
ゐ
ら

れ
る
が
例
へ
ば
束
編
寺
文
書
の
九
條
滋
家
の
虚
鼻
歌
（
原

本
は
九
條
家
に
傳
へ
ら
れ
る
）
に
見
え
た
出
雲
の
末
次
荘

や
林
木
荘
の
九
條
家
領
で
あ
っ
た
こ
ご
が
漏
れ
て
み
る
如

く
、
公
卿
の
記
録
や
他
國
の
就
寺
の
交
書
等
に
は
猫
ほ
探

雛
の
露
地
が
少
か
ら
ぬ
や
う
で
あ
る
。
本
書
に
は
是
等
の

荘
園
を
御
料
、
滋
藤
、
寺
領
、
樺
門
及
武
家
の
四
項
に
分

類
し
て
次
に
國
司
を
暴
げ
ら
れ
て
る
る
が
、
荘
園
ご
調
立

し
つ
、
あ
っ
た
公
職
の
爲
め
に
一
つ
の
項
目
も
立
て
ら
れ

て
居
ら
濾
の
は
冬
物
足
ら
す
思
は
せ
る
。
赴
寺
領
の
中
に

散
見
す
る
朝
廷
や
國
司
の
寄
附
に
係
る
某
郷
ε
あ
る
も
の

杯
は
概
ね
も
ご
は
公
領
ご
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎

も
角
、
四
つ
の
分
類
、
の
中
の
御
料
ご
あ
る
の
は
帝
室
御
料

を
意
味
す
る
こ
ご
言
ふ
迄
も
な
い
の
に
、
將
軍
の
御
料
が

混
じ
て
み
る
。
編
者
が
北
朝
尊
皇
融
院
の
御
料
荘
園
ご
認

め
た
毘
雲
の
朝
山
郷
が
そ
れ
で
、
「
上
襟
御
料
所
」
ご
あ
る

の
は
足
利
將
軍
の
直
轄
地
の
意
昧
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

　
　
　
第
十
二
巻
　
批
欝
　
島
根
縣
史
奨
他

當
然
所
謂
御
料
の
内
か
ら
除
い
て
、
将
軍
直
轄
地
の
項
を

設
け
て
其
中
に
牧
め
す
ば
な
る
ま
い
。

　
次
に
鎌
倉
期
、
建
武
中
興
期
、
南
北
朝
期
の
各
時
代
に

起
っ
た
著
し
い
史
實
が
叙
述
さ
れ
て
る
る
が
、
中
に
も
後

醍
醐
天
皇
の
隠
岐
蒙
塵
か
ら
南
北
朝
期
へ
か
け
で
、
此
地

方
の
肚
寺
豪
族
等
の
分
野
を
吹
き
ま
く
っ
た
嵐
の
跡
は
可

な
う
鮮
か
に
寓
さ
れ
て
み
る
。
芙
趨
な
る
天
皇
に
は
隙
岐

の
海
の
荒
き
専
領
に
大
御
心
を
配
ら
せ
た
ま
ひ
乍
ら
、
唯

一
人
の
謀
臣
千
種
忠
顯
卿
を
御
聴
手
に
回
復
の
謀
を
凝
ら

さ
れ
つ
、
あ
っ
た
こ
ご
は
今
も
海
を
隔
て
元
出
雲
の
名
刹

鰐
淵
寺
に
残
る
墨
痕
淋
離
π
る
囲
女
の
勅
願
交
に
窺
は
れ

る
。
此
身
願
文
は
元
弘
二
年
入
月
十
九
日
の
日
附
で
あ
る

か
ら
正
さ
し
く
御
料
居
中
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は

「
心
中
所
願
速
疾
令
成
就
」
こ
と
を
御
所
に
な
っ
て
み
る
。

高
野
春
秋
＋
に
あ
る
「
正
慶
二
年
五
月
入
日
、
先
帝
膚
配
所

賂
賜
御
朱
印
勅
書
爾
、
今
度
蓮
漏
精
猛
威
、
掠
取
儲
、
進
退

粗
谷
、
難
儀
之
庭
、
　
】
山
之
大
衆
合
力
被
致
宥
助
之
段
、
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第
十
二
巻
　
撹
評
　
島
根
縣
史
其
他

芳
志
不
淺
噛
達
叡
聞
者
也
云
々
撚
能
朗
縦
鰯
瀦
押
顯
潮
灘
縫
㌍
鏑

こ
の
記
事
に
慷
る
ご
、
潟
野
饗
へ
も
同
機
隠
岐
か
ら
御
手

印
の
勅
書
が
下
さ
れ
た
や
う
に
見
え
る
が
、
正
慶
二
年
は

元
弘
三
年
で
あ
っ
て
、
望
薄
の
二
月
に
、
天
皇
は
海
を
渡

ら
せ
ら
れ
て
早
事
の
船
上
仙
に
移
御
に
7
3
ひ
っ
て
み
る
か

ら
、
こ
れ
を
隠
岐
か
ら
こ
す
る
は
、
同
書
の
編
者
の
失
考

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
假
り
に
正
慶
二
年
差
元
年
の
誤
こ

す
る
も
、
同
年
の
三
月
に
は
天
皇
未
だ
隠
岐
に
着
御
に
な

っ
て
み
な
い
。
何
れ
に
す
る
も
此
勅
書
は
現
に
高
野
山
に

傳
っ
て
み
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら
其
腹
芸
を
確
め
る
こ
ご

が
出
來
ぬ
が
、
今
の
ビ
こ
ろ
隠
岐
行
在
所
か
ら
下
さ
れ
た

震
翰
こ
し
て
は
鰐
淵
寺
に
臓
存
し
て
み
る
も
の
唯
一
蓮
ご

見
る
の
外
な
く
、
そ
れ
丈
此
誓
書
は
種
々
の
意
昧
に
於
て

光
っ
て
み
る
。
唯
遠
寺
が
如
何
に
し
て
此
震
翰
を
申
下
す

に
至
っ
た
か
其
経
路
は
全
然
不
明
で
も
あ
み
不
可
解
で
も

あ
っ
た
の
を
、
去
勢
治
三
十
年
の
夏
、
漸
く
史
料
の
取
扱

方
を
畳
え
そ
め
た
ば
か
も
の
私
が
、
同
寺
を
訪
う
た
時
、
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偶
然
に
獲
見
し
た
頼
、
二
言
都
の
一
通
の
文
書
冒
録
（
除
程

後
に
前
記
勅
願
文
ご
同
じ
く
國
寳
に
指
定
さ
れ
た
）
に
依

っ
て
其
謎
は
手
も
な
く
解
か
れ
た
。
そ
れ
は
勅
願
丈
の
臼

附
ご
同
日
に
懸
岐
國
國
分
寺
御
所
で
忠
顯
卿
の
手
を
経
て

頼
源
に
下
賜
さ
れ
た
ご
の
註
記
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ

る
。
頼
源
は
猫
ほ
船
上
山
か
ら
山
門
に
向
ひ
、
中
興
政
治

の
頃
は
上
京
し
、
更
に
其
顛
覆
後
は
吉
野
か
ら
賀
名
生
、

天
野
の
行
宮
に
迄
も
墾
つ
で
、
三
里
南
朝
の
早
め
に
盤
捧

も
し
又
寺
中
の
興
隆
を
も
圖
っ
て
み
る
Q
翌
翌
源
の
文
書

を
中
心
ご
し
て
多
年
聖
業
を
胃
し
た
豪
信
の
活
躍
が
本
書

の
随
庭
に
描
出
さ
れ
、
別
し
て
問
題
の
隠
岐
の
行
在
所
の

所
在
が
、
同
文
書
の
「
隠
岐
國
國
分
寺
御
所
」
の
丈
を
國

分
寺
設
の
最
も
有
力
な
る
左
券
ご
し
て
解
決
さ
れ
て
み
る

あ
だ
り
を
讃
ん
で
行
っ
た
私
は
、
費
え
す
懇
を
掩
う
て
な

つ
か
し
き
昔
の
思
出
に
耽
っ
た
。
し
か
し
頼
源
が
一
意
南

朝
に
早
く
し
た
電
皇
の
態
度
を
讃
美
し
て
み
る
編
者
も
、

其
交
書
に
真
治
五
年
ご
北
朝
の
年
號
を
用
み
て
み
る
黙
に



は
目
を
っ
ぷ
ら
れ
て
る
る
。
頼
源
の
勤
王
も
さ
る
事
乍
ら

彼
れ
が
身
命
を
捨
て
、
多
年
奔
走
し
た
の
は
寺
中
の
興
隆

を
存
じ
て
の
事
で
め
る
と
の
欺
ら
ざ
る
彼
れ
の
告
白
は
其

誠
忠
に
一
黙
の
暗
影
を
投
ず
る
も
の
こ
見
ら
れ
も
し
よ

う
。
私
は
彼
れ
ご
同
じ
く
隠
岐
の
行
宮
に
も
墾
り
、
船
上

山
に
も
召
さ
れ
、
爾
黙
黙
朝
二
帝
の
御
蹄
依
を
蒙
っ
て
、

奪
氏
の
三
部
を
断
乎
こ
し
て
斥
け
た
出
雲
國
雲
樹
寺
の
開

山
畳
明
（
國
濟
三
光
國
師
）
其
人
こ
そ
幽
家
に
は
稀
れ
な
主

義
の
人
で
あ
っ
て
、
些
の
不
純
の
動
機
に
帥
し
て
み
な
い

の
を
偉
こ
す
る
ご
共
に
、
本
書
の
墨
継
、
名
僧
の
中
の
畳

明
に
關
す
る
記
事
が
語
っ
て
詳
ら
か
で
な
い
の
を
惜
む
も

の
で
あ
る
。
編
者
は
又
薙
園
の
研
究
か
ら
帝
室
御
料
關
係

方
面
よ
う
宮
方
を
出
し
、
さ
う
で
な
い
方
面
か
ら
武
家
方

を
出
し
て
み
る
事
實
を
蹄
期
し
て
、
そ
こ
に
爾
者
分
立
の

眞
相
が
閲
明
さ
れ
る
こ
い
は
れ
グ
、
み
る
。
こ
れ
は
是
迄
こ

て
も
一
部
の
學
者
間
に
唱
へ
ら
れ
る
唯
物
史
肉
的
見
方
で

は
あ
る
が
、
實
は
盾
の
一
面
に
過
ぎ
ぬ
○
此
他
に
猫
ほ
利
害
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十
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批
評
　
　
島
根
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史
其
他

を
超
越
し
た
精
聯
的
戚
情
的
方
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
可

な
り
に
力
強
い
存
在
で
あ
っ
左
こ
ご
を
閑
却
し
て
よ
か
ら

う
か
，
富
士
名
義
綱
で
あ
る
ご
か
三
隅
一
族
で
あ
る
こ
か

は
皆
此
部
類
に
署
す
べ
き
人
達
で
あ
ら
う
。

　
最
後
に
旋
業
こ
し
て
織
工
業
及
び
牧
馬
が
説
か
れ
て
み

る
が
、
其
中
に
諸
國
の
鋳
物
師
の
間
に
傳
へ
ら
れ
て
る

る
、
例
の
仁
安
、
天
稲
の
藏
入
所
の
牒
を
、
其
當
時
の
も

の
ε
し
て
取
扱
は
れ
て
る
る
は
遺
憾
で
あ
る
。
其
他
に
も

全
編
を
蓮
じ
て
文
書
の
鑑
識
や
山
中
の
時
代
語
の
解
繹
等

に
つ
い
て
は
編
者
の
再
考
を
煩
し
た
い
も
の
二
三
に
止
ま

ら
ぬ
け
れ
ご
も
，
こ
、
に
は
一
々
指
摘
す
る
こ
ご
は
見
合

せ
る
。
唯
荘
園
や
武
士
や
守
謹
地
頭
等
の
成
立
杯
に
つ
い

て
の
一
般
的
説
明
に
、
割
合
多
く
の
頁
が
費
さ
れ
て
み
る

の
は
、
地
方
吏
こ
し
て
如
何
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
ら
の
記

述
は
寧
ろ
出
來
る
丈
節
約
を
加
へ
其
引
例
の
如
き
も
、
成

る
べ
く
地
方
關
係
の
も
の
に
限
っ
た
方
が
適
切
か
ご
思
は

れ
る
。
編
者
は
守
護
の
本
質
に
つ
い
て
「
已
に
學
者
の
謂
へ
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鱗
十
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
島
糧
縣
史
躍
ハ
他

る
如
く
守
護
が
其
在
職
中
職
務
俸
こ
し
て
守
護
領
あ
る
外

守
護
は
一
の
御
古
奉
公
に
し
て
守
護
其
者
の
本
來
は
有
力

な
る
一
地
頭
に
過
ぎ
す
、
故
に
既
期
間
（
鎌
倉
時
代
）
に
於

け
る
守
護
は
次
の
室
町
時
代
乃
至
織
豊
時
代
に
於
け
る
守

護
ご
は
重
し
く
其
領
地
の
愈
々
な
る
を
常
ご
す
」
ε
い
は

れ
ヂ
、
み
る
。
こ
れ
は
守
護
に
得
分
あ
る
や
否
や
こ
い
ふ
史

家
の
問
に
論
爾
の
あ
っ
た
重
要
な
問
題
に
鱗
れ
て
る
る
の

で
あ
る
が
、
守
護
に
得
分
な
し
≦
か
守
謹
は
御
家
人
の
御

壷
奉
公
で
あ
る
ご
か
い
ふ
説
は
室
町
時
代
か
ら
現
代
に
至

る
迄
の
一
部
學
者
の
間
に
信
ぜ
ら
れ
て
る
る
こ
ご
で
、
こ

れ
に
反
し
て
守
護
に
は
守
護
領
な
る
も
の
（
地
頭
職
で
は

み
る
が
）
が
あ
っ
た
こ
の
説
は
斯
く
い
ふ
私
の
主
張
で
あ

る
。
此
面
説
の
當
否
は
姑
く
措
い
て
其
性
質
裏
門
立
す
べ

く
も
な
い
の
を
、
斯
く
守
護
は
守
護
領
あ
る
外
一
の
御
禮

奉
公
云
々
ご
一
つ
に
つ
き
ま
せ
た
本
書
の
記
述
は
意
味
を

な
さ
濾
。
そ
れ
こ
も
編
者
は
守
謹
に
は
得
分
の
あ
る
の
も

あ
れ
ば
、
な
い
の
も
あ
っ
た
こ
見
た
錆
三
説
の
提
唱
者
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で
も
あ
る
の
か
ご
い
ふ
に
、
さ
う
こ
も
見
え
ぬ
か
ら
、
恐
ら

く
唯
不
用
意
の
叙
述
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
室
町
時
代

以
後
の
守
誕
は
名
は
同
じ
守
護
で
あ
コ
て
も
、
時
代
の
推

移
か
ら
其
本
質
に
著
し
き
墾
牝
を
來
し
て
本
所
化
も
す
れ

ば
公
司
化
も
し
元
も
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
な
る
領
地
の
廣

狡
を
以
て
前
代
の
守
謹
ビ
比
較
す
る
は
無
理
で
あ
る
。

　
本
書
に
は
附
圖
こ
し
て
此
時
代
の
主
な
み
史
蹟
遺
物
の

寓
翼
や
地
霧
が
牧
め
ら
れ
て
る
る
が
、
何
れ
も
本
編
の
記

事
ご
映
登
し
て
譲
者
の
浄
石
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
の
が

喜
ば
し
い
。
（
島
根
縣
昼
行
、
定
償
不
詳
）

　
　
　
　
二
　
醐
蝋
外
交
秘
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
　
前
著

　
著
者
が
櫻
雲
閣
主
入
の
名
で
約
宇
年
間
中
外
商
業
新
報

紙
上
に
連
載
し
た
も
の
を
今
回
訂
正
増
補
し
て
一
冊
に
纒

め
ら
れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
は
明
治
か
ら
大
正

に
か
け
て
二
十
籐
年
み
つ
か
ら
外
交
事
務
に
嘗
ら
れ
た
貴

い
経
験
を
有
し
、
特
に
日
韓
併
合
に
つ
い
て
は
當
局
の
「



入
こ
し
て
最
も
主
要
な
る
役
目
を
務
め
ら
れ
た
丈
あ
っ
て

其
知
見
は
何
入
の
追
随
を
許
さ
鎗
も
の
あ
る
こ
ご
著
者
の

蕉
著
『
朝
鮮
併
合
の
裏
面
』
を
見
て
も
隠
る
。
本
書
も
亦

明
治
外
交
の
裏
面
史
で
あ
っ
て
、
先
づ
幾
度
か
失
敗
に
失

，
敗
を
重
ね
、
多
く
の
犠
牲
を
挑
つ
た
條
約
改
正
に
つ
い
て

當
局
の
涙
ぐ
ま
し
い
苦
心
か
ら
、
其
苦
心
が
酬
い
ら
れ
て

醤
等
條
約
の
締
結
さ
る
、
に
至
る
迄
の
経
緯
、
臼
清
日
露

の
二
大
戦
役
前
後
の
外
交
、
別
し
て
田
英
同
盟
成
立
の
経

過
、
日
韓
併
合
、
其
他
の
幾
多
波
瀾
に
富
ん
だ
外
交
界
の

出
來
事
は
も
ご
よ
り
、
外
交
問
題
の
早
起
し
た
政
局
の
墾

化
を
、
或
は
其
中
心
人
物
を
捉
へ
、
或
は
事
件
の
推
移
を

叙
し
、
公
的
舞
皇
の
活
躍
を
説
く
か
ご
見
れ
ば
、
一
轄
し

て
細
か
い
性
格
の
描
寓
に
移
り
、
夫
人
の
前
身
や
情
事
を

さ
へ
織
込
ん
で
護
者
の
面
前
に
其
人
物
を
踊
ら
せ
、
見
る

見
る
場
面
の
移
り
行
く
間
に
、
意
外
千
萬
な
逸
話
が
飛
び

出
し
て
始
終
話
護
者
を
引
き
つ
け
息
を
も
つ
か
せ
滋
面
自
［
昧

が
あ
る
○
而
か
も
此
ジ
ヤ
ー
ナ
ソ
ス
タ
イ
ツ
ク
な
半
者
の

　
　
　
第
十
二
谷
　
　
批
　
詳
　
　
島
根
縣
更
奨
他

才
筆
が
時
に
は
発
し
て
思
考
に
其
労
相
を
疑
は
せ
る
嫌
が

な
い
で
も
な
く
、
中
に
は
多
少
首
肯
し
か
ね
る
ふ
し
も
あ

る
け
れ
ご
も
取
材
の
多
く
は
薯
者
の
属
撃
か
、
關
係
者
の

實
話
か
手
記
杯
で
人
か
ら
傳
聞
し
た
場
合
は
、
9
話
し
た
當

入
の
名
を
湿
し
て
生
讃
人
こ
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
繋
り
日
本
側
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
國
の
隠
れ
な
皮

實
を
も
傳
へ
、
兎
角
皮
枳
槻
に
堕
し
易
い
外
交
史
の
閾
隔

幽
を
補
ふ
に
足
る
も
の
が
多
い
。
篇
中
の
人
物
は
陸
奥
、
小

村
、
青
木
等
の
諸
氏
も
よ
く
あ
ら
は
れ
て
み
る
に
は
み
る

け
れ
ご
も
、
．
遺
に
著
者
が
多
年
浅
近
で
あ
っ
た
丈
に
、
伊

藤
公
が
一
等
鮮
か
で
紳
に
入
っ
て
み
る
。
署
者
は
公
を
詐

し
て
、
細
心
ご
放
謄
こ
の
爾
極
端
を
一
身
に
兼
備
へ
て
時

世
ご
共
に
推
移
し
、
如
何
な
る
場
合
に
も
威
惜
に
騙
ら
れ

て
理
性
を
柾
げ
な
か
つ
π
こ
い
は
れ
て
み
る
が
、
こ
れ
こ

そ
興
に
公
に
謝
す
る
知
己
の
言
こ
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
・

薫
蒸
を
い
へ
ば
本
書
が
外
交
問
題
に
當
面
し
た
政
府
官
僚

の
政
策
や
努
力
を
傳
へ
る
間
に
、
こ
れ
を
支
持
も
し
弾
塵

　
　
　
　
　
　
　
俄
〃
四
［
號
　
　
　
一
一
　
⊥
乃
　
　
　
（
六
四
・
七
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
　
批
　
詳
　
　
島
根
縣
史
其
他

も
し
淀
民
間
の
輿
論
や
蓮
台
を
も
今
少
し
詳
し
く
著
者
の

麗
筆
に
上
せ
て
ほ
し
か
っ
た
こ
ご
で
あ
る
。
日
英
同
盟
の

場
合
に
我
駐
英
公
使
が
二
十
萬
の
義
血
を
散
じ
て
其
國
論

を
善
導
す
る
に
努
め
た
こ
ご
や
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
會
議
の
時

潮
代
表
の
態
度
が
其
外
甥
に
出
で
＼
失
敗
の
一
因
を
な
し

た
こ
ご
杯
は
記
さ
れ
て
み
る
が
、
我
明
治
の
國
論
も
外
交

に
は
相
當
に
動
い
て
、
時
に
は
火
の
出
る
や
う
な
民
間
官

話
の
蓮
動
こ
も
な
り
、
閣
僚
こ
の
結
託
こ
も
な
れ
ば
又
爆

弾
焼
打
こ
も
な
り
、
そ
こ
に
は
一
般
に
計
り
知
ら
れ
ぬ
裏

面
の
秘
史
も
伏
在
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を

適
宜
に
加
味
し
π
な
ら
ば
、
猫
り
一
段
の
光
彩
を
添
へ
る

ば
か
り
で
な
く
、
史
實
を
傳
へ
る
上
に
於
て
も
完
壁
を
期

す
る
こ
ご
が
出
土
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
思
ひ
起

す
は
、
先
年
私
が
英
國
ヶ
ン
ブ
ソ
ツ
ヂ
に
遊
ん
だ
頃
、
　
一

タ
ド
ク
ト
ル
・
テ
ン
パ
レ
町
氏
に
誘
は
れ
て
ピ
ー
タ
ー
・
カ

レ
ッ
ヂ
の
史
學
會
に
臨
み
、
近
世
の
外
交
更
に
造
詣
が
深

く
パ
フ
ー
講
和
愈
議
に
参
列
し
て
ピ
ー
ス
・
メ
ー
カ
ー
の

　
　
　
　
　
　
　
第
M
四
號
　
　
　
一
三
〇
　
　
　
（
山
ハ
四
入
）

一
人
で
も
あ
り
、
現
に
グ
ー
チ
氏
ご
共
に
同
國
外
務
省
の

外
交
文
書
の
編
纂
に
式
事
さ
れ
て
る
る
程
の
外
交
通
の
同

氏
の
得
意
な
言
入
世
紀
の
外
交
政
策
と
題
す
る
一
場
の
講

演
を
聴
い
た
が
、
講
演
絡
了
知
の
討
論
で
は
若
き
聴
講
者

が
交
々
趨
っ
て
同
氏
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ぜ
・
エ
ー
ヂ

を
閑
却
さ
れ
た
こ
ご
に
つ
い
て
の
不
満
を
訴
へ
た
Q
本
書

に
心
し
て
も
亦
若
き
七
癖
の
學
徒
の
間
に
同
様
の
憾
が
な

い
ご
は
如
何
℃
て
保
謹
さ
れ
よ
う
。
懇
頭
の
内
外
外
交
界

大
立
者
の
慮
署
の
其
影
は
何
れ
も
薯
藩
に
賂
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
何
程
か
本
書
を
介
意
附
け
て
み
る
。
（
四
六
版

五
〇
九
頁
、
東
京
中
外
商
業
新
報
胱
登
行
、
武
、
五
〇
）

　
　
　
　
三
　
舷
欄
古
文
書
類
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂
耳
士
　
瀧
川
政
次
郎
編

　
欧
洲
に
於
け
る
古
文
書
學
の
起
源
は
法
科
約
で
あ
っ
た

丈
に
今
爾
ほ
其
大
學
で
は
法
學
部
の
法
制
史
の
補
助
學
科

ε
し
て
古
丈
書
癖
（
古
註
巌
壁
や
金
石
交
學
さ
へ
も
）
を
畳

い
て
る
る
ε
こ
ろ
が
あ
る
。
我
大
池
の
手
玉
部
で
は
こ
れ



ご
其
事
情
を
異
に
し
て
、
一
般
に
法
制
史
に
重
き
を
置
い

て
み
な
い
か
ら
、
古
文
書
學
は
軍
に
文
科
的
の
學
科
ご
看

伽購

ｳ
れ
、
而
か
も
文
｛
守
部
に
於
て
も
罵
り
重
要
覗
さ
れ
て

る
な
い
の
は
思
念
で
あ
る
。
從
っ
て
是
迄
舌
文
書
類
纂
ご

題
し
て
各
種
の
古
文
書
の
標
本
を
集
め
て
分
類
編
次
し
た

も
の
は
其
目
的
何
れ
も
文
學
部
の
學
生
に
古
文
書
學
を
焼

く
る
墾
考
こ
す
る
に
止
り
、
こ
れ
を
法
學
部
の
學
生
に
持

た
せ
て
法
制
史
講
義
の
墾
考
こ
な
さ
ん
が
爲
め
に
編
纂
さ

れ
た
の
は
實
に
本
書
を
以
て
噛
矢
こ
す
る
。
私
は
先
づ
此

黙
に
煮
て
本
書
の
意
義
深
き
を
心
え
る
も
の
で
あ
る
。
本

書
は
古
文
書
を
分
類
七
て
國
平
文
書
國
際
文
書
の
二
部
に

分
ち
、
熱
中
前
者
を
公
文
書
、
准
公
交
書
及
び
私
文
書
、

後
者
を
甥
外
文
書
、
鋼
内
文
書
、
條
約
の
各
三
こ
し
、
猶

ほ
前
者
は
古
丈
書
の
種
類
に
依
っ
て
更
に
章
を
立
て
、
節

を
設
け
、
｛
損
を
分
っ
て
そ
れ
ぐ
に
こ
れ
に
薦
す
る
古
文

書
を
排
列
さ
れ
て
み
る
。
此
種
の
編
纂
で
は
古
交
書
の
】

定
の
騰
系
を
立
て
る
こ
こ
ろ
に
最
も
編
者
の
苦
心
を
見
る

　
　
　
第
十
二
倦
　
　
批
　
評
　
　
島
根
縣
更
曲
ハ
他

べ
き
で
あ
る
。
本
書
の
編
者
も
、
私
法
的
吏
料
を
提
供
す

る
こ
ご
の
最
も
多
い
私
文
書
申
の
鋼
私
文
書
を
入
事
關

係
取
引
關
係
の
二
種
に
分
ち
、
其
下
に
多
く
の
項
を
設
け

乍
ら
、
そ
れ
の
少
い
漕
息
文
や
願
文
の
畳
め
に
は
一
項
を

も
立
て
す
に
雑
の
中
に
追
込
ん
だ
こ
こ
ろ
に
其
創
意
を
示

さ
れ
て
み
る
。
併
し
有
理
に
い
へ
ば
、
我
現
代
の
吉
丈
書

學
は
文
科
的
方
面
の
も
の
す
ら
術
ほ
頗
る
幼
稚
の
域
を
脱

せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
何
入
も
未
だ
古
文
書
の
艦
系
を
學

界
に
問
う
て
定
説
ご
認
め
ら
れ
た
も
の
は
な
く
、
從
っ
て

研
究
の
籐
地
が
多
く
取
残
さ
れ
て
み
る
。
編
者
の
探
ら
れ

た
騰
系
の
如
き
も
、
公
私
准
公
の
種
2
4
の
大
骨
に
於
て
は

左
迄
異
論
は
な
い
ご
し
て
も
、
少
し
く
立
入
っ
て
槍
討
す
・

る
ビ
、
私
文
書
に
編
入
さ
れ
て
る
る
も
の
、
中
に
猶
ほ
多

少
の
公
文
書
ご
看
徹
す
べ
き
も
の
や
（
明
法
勘
朕
の
如
き
）

准
公
文
書
ご
認
む
べ
き
も
の
が
混
じ
て
み
た
り
、
（
國
造

葦
笛
解
、
藤
源
家
牒
の
如
き
）
守
護
の
安
堵
状
が
下
知
状

こ
な
り
、
補
任
朕
が
長
物
こ
な
っ
て
み
た
り
、
内
容
が
同

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
＝
二
一
　
　
（
六
四
九
）



　
　
　
第
十
二
巻
　
蜘
辞
　
島
根
縣
史
其
他

一
で
名
繕
の
二
つ
以
上
あ
る
も
の
が
項
を
別
っ
て
別
掲
さ

れ
て
る
π
b
、
（
裁
許
状
、
下
知
状
の
如
き
は
同
時
代
の

異
名
で
あ
る
が
、
時
代
の
前
後
に
依
る
同
物
異
名
も
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
名
繕
の
下
に
異
名
を
註
す
べ
き

で
あ
ら
う
。
）
古
文
書
の
取
捨
の
或
時
代
に
偏
し
た
も
の
杯

も
見
か
け
る
。
古
聖
書
の
分
類
に
現
代
の
術
語
を
用
み
る

は
よ
い
ご
し
て
、
古
又
書
名
其
者
は
成
る
べ
く
當
時
の
繕

呼
に
依
る
が
至
當
で
あ
ら
う
か
ら
、
報
告
書
（
書
上
杯
が

よ
か
ら
う
）
ご
か
下
人
解
放
浄
書
（
放
歌
、
避
状
杯
が
よ
か

ら
う
）
こ
か
の
名
聡
は
改
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
相

當
困
難
の
伸
ふ
此
種
の
編
纂
に
初
か
ら
萬
全
を
期
す
る
は

無
理
で
あ
る
。
春
秋
に
富
む
編
者
は
必
ず
版
を
重
ぬ
る
聞

に
補
正
を
加
へ
て
完
蟹
こ
な
る
の
日
が
あ
ら
う
。
私
は
何

よ
り
も
法
制
史
の
根
本
研
究
に
寄
輿
さ
れ
ん
こ
す
る
編
者

の
意
氣
を
飛
こ
し
、
其
努
力
を
多
ざ
す
る
ご
共
に
、
本
書

の
生
る
、
に
至
っ
た
黒
渋
制
史
の
遜
境
を
顧
み
て
其
将
來

を
就
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
菊
版
七
〇
七
頁
、
東
京
有

　
　
　
　
　
　
第
四
阿
疑
酬
　
　
　
一
三
二
　
　
　
（
山
ハ
玉
○
）

斐
閣
…
醜
行
、
慣
八
、
O
O
）

　
　
　
　
四
朝
鮮
子
壷
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
　
能
　
和
藩

　
先
き
に
朝
鮮
佛
総
濠
吏
を
著
さ
れ
た
著
者
の
新
著
で
あ

っ
て
、
諺
文
交
b
の
漢
交
で
書
か
れ
て
み
る
。
先
づ
朝
鮮

及
び
支
那
の
古
書
に
傳
へ
ら
れ
た
婚
姻
の
古
俗
を
睾
げ
て

李
氏
朝
鮮
に
至
り
、
王
室
民
庶
の
婚
姻
及
び
離
婚
、
翼
婚

蓄
妾
等
に
饗
す
る
制
度
慣
響
が
本
書
の
大
部
分
を
占
め
る

稚
詳
叙
さ
れ
て
み
る
が
、
其
中
貧
民
に
甥
し
て
は
官
か
ら

資
を
給
し
て
婚
禮
を
行
は
せ
た
こ
ご
や
婚
姻
に
つ
い
て
の

階
級
観
念
、
蕪
派
及
び
男
女
聞
種
々
の
賊
難
説
杯
の
朝
鮮

特
有
ご
些
し
き
も
の
杯
が
特
に
注
意
を
惹
く
。
次
に
唄
般

女
子
の
服
装
は
も
こ
よ
り
其
命
名
、
理
事
よ
り
年
中
行
事

を
中
心
こ
し
て
の
臼
常
生
活
が
説
か
れ
て
み
る
。
さ
れ
ば

題
し
て
朝
鮮
女
装
考
ビ
い
ふ
け
れ
ご
も
，
内
容
は
汎
く
女

性
の
風
俗
が
含
ま
れ
て
居
り
、
薯
者
が
別
に
最
近
の
雑
誌

「，

[
明
」
に
寄
せ
ら
れ
た
朝
鮮
巫
俗
考
ご
典
に
朝
鮮
の
風



俗
謡
就
叢
談
の
資
料
こ
し
て
興
昧
あ
る
偉
物
8
い
へ
る
。

著
者
の
論
断
は
概
し
て
稔
健
で
あ
る
が
、
筆
端
往
々
民
族

愛
の
閃
き
を
見
せ
て
み
る
。
例
へ
ば
血
族
結
婚
の
古
代
に

行
は
れ
た
吏
實
を
墓
げ
て
、
新
羅
は
も
こ
’
よ
り
高
麗
も
初

は
王
室
貴
族
の
問
に
血
族
結
婚
が
行
は
れ
て
る
た
が
、
高

麗
は
、
後
に
至
っ
て
儒
激
の
影
響
を
受
け
て
同
姓
結
婚
の

禁
令
を
覆
し
た
も
の
、
、
實
施
困
難
で
あ
っ
た
こ
い
ひ
、

そ
れ
が
李
氏
朝
鮮
に
な
っ
て
始
め
て
婚
姻
の
制
が
備
…
り
、

血
族
結
婚
の
禁
も
潜
行
さ
れ
た
こ
冠
を
力
説
し
て
、
李
朝

以
來
凡
百
の
物
質
技
術
は
前
代
に
比
し
て
衰
退
し
た
が
、

濁
b
倫
理
が
褒
達
し
た
、
朝
鮮
學
者
の
膚
ら
誇
っ
て
禮
義

の
邦
こ
な
す
所
以
も
織
田
一
事
に
あ
る
、
「
可
謂
世
界
上

文
明
禮
俗
書
第
　
書
院
」
ご
高
調
し
て
み
る
。
著
者
は
叉

欧
米
や
支
那
で
は
男
子
の
財
産
な
く
職
業
な
き
も
の
は
妻

を
婆
ら
澱
も
あ
れ
ば
、
主
義
に
依
っ
て
終
・
・
蛍
雪
ら
す
嫁
せ

訟
も
あ
る
が
、
濁
り
我
朝
鮮
人
が
如
何
に
極
貧
で
も
必
ず

嫁
鑑
す
る
の
は
、
彼
不
孝
の
罪
は
後
な
き
を
大
ご
．
な
す
ご

の
嗣
績
観
念
に
基
く
も
の
で
あ
る
、
世
界
の
中
で
此
窺
念

の
最
も
強
い
も
の
我
朝
鮮
人
に
如
く
も
の
あ
る
な
し
ビ
、

　
　
　
第
十
二
谷
　
　
批
　
評
　
　
島
根
懸
史
其
他

こ
れ
亦
世
界
的
の
誇
こ
し
て
み
る
。
著
者
に
依
っ
て
示
さ

れ
た
婚
禮
に
怨
す
る
各
種
の
風
俗
を
見
る
ご
、
風
墾
の
奇

習
も
少
か
ら
ぬ
中
に
礁
禮
の
日
に
、
盛
装
し
た
新
婦
の
眼

薩
に
浅
膚
を
塗
っ
て
堅
く
其
霞
を
閉
ぢ
さ
せ
、
又
飲
食
を

も
許
さ
な
い
こ
ご
に
甥
し
て
著
者
の
後
者
が
「
恐
恐
有
不

時
憶
測
昏
々
也
」
こ
の
説
明
は
入
滋
上
の
見
解
は
格
別
こ

し
て
成
程
ご
詣
れ
る
Q
こ
れ
を
要
す
る
に
本
書
は
女
装
に

關
す
る
朝
鮮
及
び
支
那
の
丈
職
に
つ
い
て
は
略
渉
…
獄
さ
れ

て
る
る
に
拘
ら
す
、
、
此
種
の
研
究
に
取
っ
て
必
要
且
つ
有

力
な
る
遺
物
、
例
へ
ば
古
く
は
雫
安
南
道
の
樂
浪
郡
治
、

高
句
麗
時
代
の
古
墳
を
始
め
歴
代
の
古
墳
の
壁
叢
や
出
土

品
、
李
氏
朝
鮮
時
代
の
風
俗
書
等
が
一
切
研
究
の
甥
象
ご

さ
れ
て
る
な
い
の
は
蕾
む
べ
き
で
あ
る
。
是
等
の
中
で
も

別
し
て
古
代
に
属
す
る
も
の
は
傭
疎
な
記
鎌
を
補
ふ
に
足

る
も
の
が
あ
る
。
尤
も
本
書
は
行
文
の
間
に
女
俗
に
醐
す

る
数
種
の
爲
眞
を
挿
入
し
て
興
趣
を
添
へ
て
は
み
る
け
れ

ご
も
、
そ
れ
ら
は
唯
坊
間
登
営
の
絡
葉
書
に
見
ら
る
＼
や

う
な
現
代
の
も
の
に
止
っ
て
み
る
。
（
和
装
一
七
七
枚
、

朝
鮮
京
城
翰
南
書
林
獲
行
、
　
無
二
、
○
○
）

第
四
號
　
　
　
｝
三
三
　
　
　
（
山
ハ
五
一
）


