
下
戸
に
關
す
る
一
二
の
考
察

蟻
主
丁
九
巻
　
　
第
臨
｝
號
　
　
　
三
七
山
ハ

紳
戸
に
關
…
す
る
一
二
の
考
察

　
　
　
　
網

　
融
戸
に
崩
す
る
研
究
は
古
來
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
み
な
か
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
史
料
の
闊
乏
で
あ
り
、
二

つ
は
零
細
な
史
料
に
封
ず
る
考
察
の
因
難
に
あ
る
と
思
ふ
。
と
こ

ろ
が
近
年
覗
宮
静
氏
が
「
紳
就
の
経
濟
生
活
　
律
令
時
代
」
な
る

著
作
を
公
刊
せ
ら
れ
、
植
木
博
士
が
そ
の
序
に
い
は
れ
る
如
く
、

學
全
開
縮
の
慮
女
地
に
向
っ
て
其
の
研
究
を
進
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
紳
戸
に
就
い
て
も
多
く
論
及
さ
る
、
所
あ
っ
て
律

令
時
代
の
神
戸
な
る
も
の
・
性
質
は
非
常
に
明
白
に
さ
れ
た
の
で

あ
っ
弛
。
然
し
乍
ら
そ
の
研
究
は
紳
赴
を
中
心
ど
し
て
そ
の
繧
濟

方
面
を
詳
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
、
騨
戸
の
研
究
も
大
薩
は

そ
の
静
的
な
狂
態
に
於
て
経
濟
的
な
内
容
を
分
析
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
、
そ
し
て
取
扱
は
れ
元
問
題
も
書
題
の
示
す
如
ぐ
、
略
ヒ
律

幅
　
尾
　
猛
　
市
　
郎

令
時
代
に
限
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
，
、
｝
の
名
署
の
存
在

に
も
拘
ら
す
，
先
人
の
膜
尾
に
附
し
て
豊
丸
の
私
が
神
戸
に
關
す
・

る
考
を
公
け
に
せ
ん
と
す
る
の
は
、
古
代
よ
り
の
歴
史
の
糞
展
の

上
に
草
戸
が
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
居
る
か
、
そ
の
身
分
が
歴

史
の
鴬
遷
に
慮
じ
て
如
何
に
攣
化
し
た
か
、
ま
た
律
令
の
三
度
の

漸
く
壌
慨
し
始
め
た
藤
原
初
期
に
於
て
そ
の
性
質
を
如
何
に
憂
へ

て
來
た
か
を
考
察
し
た
い
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
三
者
の

批
判
に
訴
へ
て
多
く
の
御
助
言
を
得
ば
筆
者
と
し
て
幸
甚
に
存
す

る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
神
戸
に
題
す
る
論
を
進
め
る
順
序
と
し
て
は
先
づ
そ
の
起
原
と

生
成
よ
り
考
察
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
，
こ
れ
は
非
常
に
因
難
な
問

題
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
理
解
の
便
宜
上
先
づ
大
化
改
新
に
よ
つ

（15a）



て
身
分
上
如
何
に
馴
化
し
た
か
を
観
察
し
た
い
。
牟
ば
賎
民
た
り

し
部
畏
の
大
衆
を
解
放
し
た
事
が
神
戸
の
上
に
ど
う
働
い
て
居
る

か
を
知
る
と
き
は
，
ま
た
大
化
以
前
の
神
戸
の
書
分
を
知
る
上
に

も
助
け
と
な
る
所
が
み
る
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　
大
化
改
新
は
我
國
制
度
史
上
嘗
て
見
な
い
大
雲
脚
で
あ
っ
た
。

氏
族
制
度
肚
會
は
打
破
さ
れ
、
氏
族
に
隷
聾
し
た
直
謝
は
解
放
さ

れ
で
良
民
の
隠
岩
を
得
、
公
地
公
民
の
制
の
下
に
新
に
郡
縣
制
度

を
確
立
せ
ん
と
し
た
も
の
で
奈
良
時
代
に
入
る
迄
に
既
に
そ
の
成

功
を
見
た
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
族
制
度
趾
會
の
族
長
た
り
し
多
く

の
豪
族
は
そ
の
資
格
に
応
じ
て
、
部
昆
と
土
地
の
代
償
と
し
て
食

客
を
受
け
し
む
る
事
に
よ
っ
て
，
依
然
赴
會
の
ヒ
流
者
と
し
て
の

生
活
を
保
障
せ
し
め
ら
れ
た
。
帥
ち
部
民
に
鋤
す
る
直
接
の
支
配

樺
は
是
を
喪
失
し
て
、
中
央
政
府
及
び
地
方
宮
に
移
っ
た
け
れ
ど

も
、
食
王
師
ち
封
戸
の
艮
の
上
る
庸
調
の
全
部
及
び
税
の
牟
分
は

こ
れ
を
間
接
的
に
櫻
門
が
受
け
る
こ
と
」
な
っ
た
の
で
あ
る
。
…
從

与
論
に
部
民
を
使
役
し
器
機
豪
族
と
し
て
は
大
い
に
構
利
を
喪
失

し
た
課
で
あ
る
が
、
部
民
と
し
て
は
使
役
さ
れ
る
程
度
．
か
大
い
に

輕
減
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
紳
祉
を
中
心
と
す
る
團
罷
も
、
大
化
改

　
　
　
　
淋
戸
に
附
す
ろ
一
二
の
考
察

．
新
以
前
か
ら
既
に
、
悪
人
（
欽
明
紀
）
、
神
戸
（
崇
紳
轟
轟
仁
紀
）
，
．

紳
奴
（
欽
明
紀
）
等
の
要
素
が
あ
っ
て
氏
族
塗
壁
に
於
け
る
氏
入
、

部
民
、
氏
奴
の
關
係
と
悪
留
な
る
を
思
は
し
め
る
。
さ
う
す
れ
ば

、
紳
戸
も
亦
、
氏
族
制
度
肚
會
の
部
民
と
制
資
格
な
る
課
で
あ
る
が
v

こ
れ
ら
の
論
は
な
ほ
後
に
言
及
す
る
と
し
て
、
憩
戸
な
る
も
の
」

性
質
か
大
化
改
新
に
依
っ
て
愛
遷
せ
る
こ
と
を
考
へ
得
な
い
だ
ら

う
か
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
史
料
の
閾
乏
か
ら
徴
馨
し
得
る
灰
の

少
な
い
の
は
遣
憾
で
あ
る
が
、
兎
に
角
周
題
と
な
り
得
る
も
の
と

し
て
私
は
鹿
島
紳
献
の
例
を
常
陸
風
土
記
か
ら
引
用
し
た
い
。
同

風
土
記
濫
訴
郡
條
に
よ
れ
ば
香
島
大
隠
を
祭
る
祉
に
は
天
平
大
神

祉
、
坂
戸
肚
，
沼
尾
胤
の
三
所
が
あ
る
が
、
そ
の
中
天
群
群
紳
趾

に
つ
い
て

　
鼠
戸
六
十
五
燗
〔
割
註
〕
本
八
戸
、
難
波
天
皇
翠
蓋
、
隠
隠
奉
五
十

　
　
戸
幅
飛
繋
爪
見
原
大
朝
加
ご
蘇
九
戸
馴
合
六
十
七
戸
、
庚
寅
年

　
　
編
〆
戸
、
減
ご
一
一
戸
一
令
L
凝
血
山
月
十
五
β
納

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
鹿
島
の
本
伝
の
澄
徹
は
皇
極
天
皇
の
御

代
ま
で
は
八
戸
の
漁
戸
を
有
し
て
居
た
の
が
，
孝
徳
天
皇
の
世
に

至
っ
て
一
躍
五
十
戸
を
血
流
せ
ら
れ
九
こ
と
に
な
る
。
孝
徳
天
皇

　
　
　
　
　
　
第
や
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
七
七

（ユ55）



　
　
　
　
紳
戸
に
關
す
る
、
一
こ
の
考
察

の
時
に
溜
男
の
撒
が
八
戸
か
ら
突
如
五
十
八
戸
に
堆
さ
れ
た
事
は

充
分
問
題
に
せ
ら
れ
る
償
値
が
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
に
は
色
々
な

事
情
が
考
へ
ら
れ
よ
う
。
鹿
島
葺
師
ち
武
襲
槌
神
に
樹
す
る
信
仰

の
籏
大
等
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
あ
ま
り
に
激
し
い

檜
加
卒
で
あ
る
。
私
考
す
る
に
こ
れ
は
紳
戸
の
本
質
，
或
は
身
分

が
大
化
改
新
に
よ
っ
て
大
い
に
憂
改
さ
れ
た
事
が
最
も
大
き
な
根

嚢
と
な
っ
て
居
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
從
來
八
戸
の
紳
戸

で
昂
じ
得
た
も
の
に
五
十
戸
を
檜
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
は
改

新
に
よ
っ
て
紳
戸
の
員
鍛
が
非
常
に
輕
ぐ
な
っ
た
結
果
に
よ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
，
そ
の
混
く
な
っ
た
員
旛
と
は
恐
ら
く
後

に
令
に
定
め
ら
れ
た
制
度
と
同
襟
な
も
の
で
，
一
般
公
民
に
課
せ

ら
れ
る
も
の
と
画
一
基
準
に
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
こ
れ
を

他
面
よ
り
見
れ
ば
大
化
改
新
以
前
の
紳
戸
の
負
堰
は
非
常
に
重
か

っ
た
と
雷
ひ
得
る
の
で
あ
る
、

　
こ
れ
と
併
せ
考
ふ
べ
き
は
香
島
郡
の
設
置
に
開
す
る
記
載
で
あ

る
。
常
陸
風
土
記
に
よ
れ
ば
、

　
古
老
口
、
難
波
長
柄
豊
前
大
朝
駅
員
天
皇
夏
中
己
酉
年
，
大
乙

・
上
中
臣
鎌
子
、
大
星
下
中
臣
部
兎
子
等
噂
請
二
総
領
高
向
大
夫
↓

　
　
　
　
　
　
飾
十
九
巻
　
策
二
號
　
　
三
七
八

　
割
月
下
総
闘
海
上
國
造
部
内
輕
野
以
南
一
里
、
那
賀
國
造
部
内
寒

　
田
以
北
五
里
納
別
置
二
紳
郡
両
愚
慮
所
レ
有
、
天
之
大
神
靴
、
坂

　
軟
質
、
沼
尾
趾
、
合
二
三
庭
↓
惣
樗
二
香
島
之
大
愁
両
鐙
名
〆
郡

　
焉
。

と
あ
る
。
・
孝
徳
天
皇
己
酉
年
と
は
郎
ち
大
化
五
年
で
あ
り
、
こ
の

時
始
め
て
二
つ
の
配
属
の
部
内
を
割
い
て
香
島
郡
が
設
け
ら
れ
た

こ
と
を
云
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
大
化
二
年
正
月
の
改
新
の
詔
勅
に

示
さ
れ
た
國
郡
欄
に
よ
る
地
方
行
政
確
立
の
精
聯
の
一
實
現
と
し

て
注
意
す
べ
き
蓼
藍
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
こ
、
に
問
題
と
な

る
の
は
香
島
郡
は
最
初
か
ら
紳
郡
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
紳
郡
と
は
奈
良
李
安
時
代
の
用
例
に
よ
れ
ば
、
一
郡
全
艦
が

神
園
に
厩
す
る
製
表
よ
り
成
る
郡
で
あ
る
が
幽
此
の
場
合
も
大
膿

さ
う
考
へ
て
蕪
．
支
な
く
、
少
く
と
も
そ
の
大
多
勢
の
戸
が
紳
戸
で

あ
る
と
い
っ
て
誤
謬
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
右
の
引
用

文
に
も
あ
る
如
く
，
天
之
大
里
肚
，
坂
戸
杜
，
沼
尾
祉
の
三
肚
が

香
島
郡
を
分
有
し
て
居
た
も
の
と
す
べ
く
、
前
述
の
香
島
天
之
大

紳
は
そ
の
中
五
＋
八
戸
を
保
た
れ
て
居
た
と
す
る
の
が
要
當
で
あ

る
。
八
戸
の
黒
戸
に
新
し
く
五
十
戸
が
塘
加
し
た
の
も
大
化
五
年

（　156・）



い

香
島
郡
の
編
成
に
よ
っ
て
神
郡
中
の
一
里
が
新
譜
に
大
命
の
財
源

た
ら
し
め
ら
れ
た
と
い
ふ
事
に
よ
っ
て
李
静
に
解
輝
が
学
堂
る
の

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
大
死
の
新
制
度
と
共
に
紳
戸
の
郡
を
設
く

る
必
要
の
拙
來
た
の
は
、
矢
張
り
大
化
以
前
は
少
数
の
戸
を
騙
使

す
る
事
に
よ
っ
て
辮
じ
得
た
神
学
も
、
そ
れ
ら
が
解
放
さ
れ
て
身

分
に
於
て
公
民
的
た
ら
し
め
ら
れ
た
た
め
に
不
足
を
生
す
る
㌧
、
、
と

Σ
な
り
、
こ
』
に
贋
範
園
の
紳
戸
の
編
籍
が
要
求
さ
れ
て
來
た
結

果
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
右
の
考
察
に
し
て
若
し
安
當
な
り
と
し
得
る
な
ら
ば
，
大
化
改

新
前
の
神
戸
は
當
然
良
民
で
あ
の
得
な
い
。
神
戸
を
「
カ
ム
ベ
」
と

訓
む
こ
と
は
音
戸
の
原
初
の
意
嚢
を
決
定
す
る
上
に
最
も
注
意
さ

る
べ
き
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
紳
戸
の
文
字
は
漢
字
の
讐
及
の
後
に

起
る
も
の
で
、
そ
の
原
義
は
古
代
日
本
語
の
「
カ
ム
．
へ
し
の
音
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
然
る
と
き
我
々
は
先
づ
「
べ
」
な
る

も
の
の
意
義
に
考
へ
及
ぼ
す
必
要
が
あ
．
る
。
　
、

　
「
べ
」
の
意
義
は
勿
論
部
の
字
義
を
有
し
、
ま
た
律
令
時
代
の
品

、
部
難
戸
や
稗
戸
を
表
は
す
の
に
用
ひ
ら
れ
る
戸
の
意
義
を
も
有
し

　
　
　
　
　
榊
芦
に
欄
す
る
一
こ
の
面
繋

て
居
る
が
、
そ
れ
等
は
夫
々
暑
．
義
の
一
面
を
麟
課
し
た
の
み
で
あ

　
つ
て
全
葡
的
に
は
表
現
さ
れ
て
み
な
い
。
其
の
原
義
は
古
事
記
日

本
書
紀
の
多
く
の
例
，
ま
た
氏
族
制
度
社
會
な
る
も
の
・
性
質
を

思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
如
く
い
ひ
う
る
も
の
で
あ
ら
う
。
、

邸
ち
一
つ
の
頭
首
を
戴
い
て
支
配
被
支
配
の
蘭
係
に
あ
る
團
艦
の

中
に
あ
っ
て
、
支
配
者
の
た
め
に
、
若
く
は
総
量
の
た
め
に
、
勢

役
に
從
事
し
て
、
團
膿
と
し
て
の
物
質
的
機
能
を
全
く
せ
し
め
る

岡
．
類
の
戸
の
結
合
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
氏
族
制
度
祉
會
に
存
在
し
た
多
く
の
「
べ
」
な
る
も
の
は
皆
こ
の

普
遍
的
な
意
義
を
持
っ
て
居
る
。
大
氏
族
に
あ
っ
て
は
そ
の
職
掌

　
を
表
は
す
多
く
の
部
が
あ
っ
て
，
重
し
く
氏
上
に
隷
嚇
す
る
も
の

．
も
あ
る
に
封
し
、
裏
店
の
氏
族
に
あ
っ
て
は
只
一
つ
の
部
か
騰
し

　
て
そ
れ
が
氏
の
使
命
と
す
る
仕
事
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
、
兎
に

　
角
氏
族
な
る
團
膿
の
下
働
き
を
す
る
錨
に
於
て
は
共
通
で
あ
る
。

　
　
紳
戸
に
あ
っ
て
も
氏
族
制
度
の
起
原
を
明
確
に
し
得
な
い
如
く

　
に
そ
の
淵
源
を
的
確
に
し
得
な
い
。
ロ
ハ
騨
戸
も
氏
族
棚
度
の
中
に

　
存
在
し
そ
れ
と
共
に
獲
達
し
た
も
の
と
い
へ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
肌
心
ら
く
．
、
部
民
。
か
氏
圭
に
朴
…
へ
、
ま
た
仕
へ
し
め
ら
、
れ
る
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
七
九

（　157　）



　
　
　
　
　
玉
戸
に
闘
す
る
一
二
の
考
察

事
に
よ
つ
て
回
る
如
く
、
紳
戸
も
憩
に
仕
へ
、
ま
た
は
仕
へ
し
め

ら
れ
る
と
い
ふ
思
想
に
よ
っ
て
趨
る
も
の
で
あ
ら
う
。
文
獣
の
上

に
も
非
常
に
早
く
表
は
れ
、
既
に
日
本
書
紀
崇
神
天
皇
七
年
に
憩

を
祭
っ
て
語
誌
を
こ
れ
に
仕
へ
し
め
ら
れ
た
事
が
見
ら
れ
る
。

　
根
生
天
皇
御
盛
位
の
五
年
頃
に
は
國
内
に
疾
疫
多
く
，
民
死
亡

す
る
も
の
大
野
に
及
び
、
六
年
に
は
百
姓
流
離
し
背
反
す
る
も
の

す
ら
起
る
に
至
り
、
天
皇
は
朝
夕
神
祇
に
罪
を
講
は
れ
、
途
に
四

鏡
を
大
和
の
笠
縫
邑
に
移
さ
れ
る
と
い
ふ
有
名
な
事
が
起
つ
た
。
、

翌
七
年
に
は
紳
難
に
ト
へ
ら
れ
、
大
物
主
神
を
祭
る
べ
き
こ
と
を

示
さ
れ
給
ひ
、
御
輿
告
に
從
っ
て
大
物
主
紳
の
子
孫
の
大
田
々
根

子
命
を
し
て
こ
の
紳
を
祭
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
挽
に
八
十
萬
瀞
々
を
も
祀
ら
れ
、
天
意
字
凧
を
定
め
、
紳
地
紳

戸
を
定
め
給
う
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
疾
疫
が
忍
ん
だ
と
い

ふ
。　

垂
転
意
に
も
紳
地
急
襲
を
定
む
る
記
載
が
あ
る
。
帥
ち
天
皇
二

十
七
年
八
月
に
祠
宮
を
し
て
兵
器
を
紳
幣
と
な
す
こ
と
を
ト
し
た

の
に
吉
か
つ
た
た
め
、
弓
矢
及
び
無
刀
を
喫
緊
の
勅
に
納
め
、
更

に
紳
地
鵜
戸
を
定
め
て
こ
れ
を
祭
ら
し
め
給
う
た
こ
と
が
載
せ
ら

第
十
九
巻
　
第
二
號
．
　
三
八
○

れ
て
居
る
。

　
右
の
中
崇
志
紀
の
例
は
紳
廻
心
を
宥
め
ん
が
た
め
，
紳
々
を
丁
重

に
祭
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
厚
地
霊
芝
を
寄
せ

ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
新
た
に
祀
ら
れ
た
聯
紙
に
仕
へ
て
、
こ

れ
に
永
く
論
説
を
上
る
に
足
る
撃
砕
を
定
め
ら
れ
た
事
に
外
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
，
瀞
を
頭
首
と
し
、
土
地
と
部
民
を
待
つ
小
閣

罷
が
、
こ
、
に
多
く
成
立
し
た
澤
で
あ
っ
て
、
後
に
は
幾
多
の
慶

遷
が
あ
っ
て
も
、
獲
生
的
に
は
全
く
他
の
氏
族
團
膿
と
霊
鑑
の
地

位
に
あ
る
も
の
、
撃
ち
猫
吹
し
た
小
氏
族
的
な
も
の
を
嚢
生
し
た

事
に
な
る
。
六
器
紀
の
例
も
神
を
一
つ
の
黒
帯
艦
と
し
ょ
う
と
す

る
思
想
か
ら
起
る
も
の
で
、
兵
器
を
整
流
と
す
る
こ
と
は
こ
れ
蒜

危
害
を
加
へ
ん
と
す
る
も
の
を
憩
自
ら
が
擁
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と

に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
古
地
二
戸
を
奉
る
と
い
ふ
こ
と
は

こ
れ
に
縄
濟
的
基
礎
を
安
固
怨
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、

こ
、
に
も
沸
を
中
心
と
す
る
一
つ
の
猫
立
團
膿
が
成
立
し
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
武
備
と
財
力
を
有
し
た
紳
は
他
の

氏
族
と
は
別
立
し
て
存
立
し
得
る
澤
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
こ
の
二
例
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
紳
の
馬
立

（　15S　）



で
あ
る
。
、
氏
族
制
度
乾
鮭
に
於
け
る
牛
立
は
師
ち
そ
の
も
の
自
艦

が
氏
族
化
せ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
美
里
も
亦
他
の

氏
族
に
於
け
る
部
民
の
如
き
使
命
を
持
ち
、
そ
の
地
位
も
部
民
と

相
等
し
き
も
の
と
し
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
。

、
氏
族
が
一
つ
の
力
立
團
膿
で
あ
っ
て
他
の
氏
族
の
支
配
を
受
け

な
い
こ
と
を
そ
の
本
質
の
形
態
と
す
る
こ
と
は
屡
ヒ
い
は
れ
る
所

で
今
更
そ
の
論
を
繰
返
す
要
は
な
い
が
、
神
も
ま
た
一
つ
の
猫
立

艦
の
中
心
と
な
り
、
紳
戸
長
を
含
め
た
紳
の
團
艦
は
他
の
氏
族
の

干
犯
を
受
け
な
い
の
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

右
の
叙
述
に
於
い
て
考
へ
た
所
で
あ
る
が
、
な
ほ
次
の
例
に
よ
っ

て
確
謹
さ
れ
よ
う
。
日
本
書
紀
雁
仲
天
皇
五
年
九
月
條
に
車
持
君

が
筑
紫
國
に
て
入
玉
を
披
に
校
し
、
兼
て
「
充
〆
憩
者
」
を
取
っ
た

の
に
即
し
て
天
皇
が

、
羅
宇
二
車
持
君
↓
縦
捻
二
校
天
子
之
百
姓
一
罪
一
也
、
既
分
二
寄
子

　
紳
紙
一
家
持
兼
奪
取
之
、
罪
二
也
。

と
て
主
持
君
を
罰
せ
ら
れ
て
居
る
。
書
紀
の
い
へ
る
充
紳
者
と
は

恐
ら
く
紳
戸
の
事
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
直
ち
に
瀞
戸
と
い
は
な
い

の
は
紳
に
糾
し
て
神
戸
と
同
じ
身
分
に
あ
る
も
の
で
も
、
何
等
か

　
　
　
　
紳
戸
に
志
す
る
一
二
の
考
察

の
理
由
に
よ
つ
て
紳
に
充
て
ら
れ
て
後
も
爾
ほ
車
持
部
を
喫
し
て

居
た
毛
の
と
考
へ
ら
れ
、
實
質
は
紳
戸
と
異
ら
な
い
も
の
と
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
で
天
皇
の
い
は
れ
る
所
は
既
に
嬉
野
に
分
ち
寄

せ
た
以
上
は
紳
の
民
で
あ
り
、
名
は
車
持
部
で
も
東
持
君
の
奪
取

す
み
こ
と
を
許
さ
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
天
子
の
百
姓

と
神
に
充
て
た
も
の
と
を
判
然
分
っ
て
罪
を
論
ぜ
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
る
。
帥
ち
天
皇
は
紳
に
分
つ
た
部
民
を
御
自
身
の
百
姓
と
分

っ
て
考
へ
ら
れ
、
、
紳
に
仕
へ
る
民
は
紳
の
外
他
人
に
も
奪
取
さ
れ

な
い
こ
と
を
示
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
紳
を
中
心
と
す
み
團
艦
の
濁
立
野
性
質
を
明
ら
か

に
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
團
艦
の
組
織
の
中
に
至
人
及
び
憩

奴
が
あ
る
の
で
あ
る
。
断
ち
欽
明
紀
二
十
三
年
六
月
條
に
馬
飼
首

歌
依
が
犯
罪
に
よ
り
苦
問
さ
れ
て
死
し
，
そ
の
子
守
石
ま
た
火
中

に
投
ぜ
ら
れ
ん
と
し
た
時
，
母
が
観
入
に
付
し
て
紳
奴
と
作
さ
し

め
よ
と
講
ひ
、
そ
の
講
の
容
れ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
居
る
が
、

こ
の
祝
入
と
い
ふ
の
が
丁
度
氏
族
の
氏
人
に
割
る
も
の
で
な
い
か

と
思
は
れ
る
。
か
く
考
へ
る
と
き
は
恥
、
今
迩
述
べ
來
つ
た
沸
を
中

心
と
す
る
團
膿
も
憩
、
仁
人
、
紳
戸
、
紳
奴
の
支
配
，
被
支
配
の

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
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榊
戸
に
關
す
る
一
二
の
考
察

關
係
を
有
し
て
、
こ
の
四
者
は
夫
々
氏
族
に
於
け
る
氏
上
人
、
氏

部
民
。
氏
奴
に
話
芸
す
る
も
の
と
な
り
、
從
っ
て
紳
戸
が
紳
に
奉

仕
す
る
こ
と
は
、
部
民
が
氏
上
に
謝
す
る
と
同
じ
性
質
を
有
す
る

こ
と
と
な
り
、
紳
戸
と
部
民
が
身
分
上
、
職
掌
上
同
一
基
準
に
あ

る
こ
と
を
明
瞭
に
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
大
化
改
新
以
後
の
紳
戸
が
如
何
な
る
も
の
と
な
っ
た
か
は
令
の

捌
度
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
大
艦
そ
れ
に
規
定

さ
れ
た
所
は
大
化
改
新
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
允
と
し
て
養
支
な
か

ら
う
。
只
中
央
集
穫
政
治
の
た
め
紳
圭
及
び
神
戸
の
直
接
關
係
が

あ
ま
り
に
も
隔
離
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
急
激
な
攣
化
を
緩
和
す

る
方
法
と
し
て
、
天
武
天
皇
六
年
五
月
に
為
し
て
天
幕
地
霊
の
沸

視
は
三
分
の
丁
蟹
紳
用
に
供
し
、
三
分
の
二
を
落
主
に
給
す
る
こ

と
を
宣
べ
ら
れ
た
。
即
ち
億
載
の
上
納
す
る
田
租
は
一
旦
國
の
倉
．

に
牧
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
摺
糠
ち
貯
へ
の
三
分
の
二
は
瀞
主

の
用
に
給
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
雲
紙
宮
に
納
め

た
り
、
或
は
永
く
國
の
神
倉
に
藏
す
る
と
は
異
る
も
の
で
。
中
央

集
模
に
よ
る
郡
縣
政
治
の
確
立
に
至
る
過
渡
酌
な
現
象
と
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
入
こ

の
勅
が
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

、
令
鋼
に
於
け
る
紳
戸
の
判
人
は
職
員
令
及
び
続
紙
令
に
記
さ
る

』
所
。
か
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

　
伯
一
人
、
掌
三
憩
紙
祭
祀
、
親
藩
紳
部
名
籍
、
大
嘗
鎭
魂
御
巫
卜

　
兆
、
惣
篇
鋼
、
官
事
λ
職
員
令
沸
祇
官
條
）

　
凡
紳
戸
調
庸
及
田
租
者
、
並
充
下
造
ご
神
宮
一
及
供
神
調
度
晶
其
税

　
者
一
管
一
一
義
倉
↓
皆
飾
言
捻
校
申
二
隠
所
司
一
（
瀞
紙
令
）

令
制
に
於
い
て
注
臼
さ
る
べ
き
瀞
戸
の
特
質
は
と
い
へ
ば
、
開
戸

は
巻
紙
宮
の
点
す
る
所
で
あ
り
、
租
庸
調
の
類
は
悉
く
國
司
が
験

校
し
て
懸
紙
宮
に
申
還
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
紳
祉
は
紳
戸
に
封

し
て
こ
れ
を
自
階
に
使
役
す
る
罐
利
を
持
た
す
、
只
國
に
納
め
ら

れ
た
租
庸
調
を
國
司
を
通
じ
て
紳
胤
に
受
取
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
し
て
國
司
は
そ
の
結
果
を
麗
筆
官
に
串
途
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一

よ
つ
て
中
央
の
監
督
下
に
あ
る
謬
と
な
る
の
で
あ
る
。
戸
籍
も
一

般
公
民
と
同
じ
様
に
一
通
は
國
に
止
め
、
二
通
は
太
政
官
に
途
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
“
外
に
な
ほ
一
通
が
紳
駈
落
に
迭
ら
れ
る

相
違
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
絶
戸
の
上
る
租
の
一
部
は
不
動

穀
と
し
て
蓄
ふ
る
如
く
に
、
三
戸
の
租
も
紳
用
に
供
し
て
剰
る
分

（　16e　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
二

は
嵐
乱
せ
す
、
こ
れ
を
義
倉
に
撃
じ
て
貯
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
紳
戸
は
徴
納
物
の
使
は
れ
る
途
が
蓮
ふ
外
、
公
戸
と

殆
ん
ど
異
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
鞘
翅
や
賎
民
等
と
は
異
っ

て
完
全
な
良
民
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
紳
戸
の
上
納
物
が
朝
廷
に
赴
か
す
し
て
神
肚
の
用
に
供
せ

ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
身
分
的
に
も
公
認
よ
り
幾
分
劣
つ
九
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
鮎
に
於
て
勲
功
、
位

階
、
職
分
あ
る
も
の
の
生
活
を
保
齢
す
る
た
め
に
あ
る
封
戸
と
性

質
の
同
じ
も
の
が
あ
る
。
神
戸
が
大
化
繭
の
牟
賎
的
な
身
分
か
ら

解
放
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
部
民
も
亦
大
化
前
の
傘
賎
的
身
分
か

ら
解
放
さ
れ
て
封
戸
の
形
を
取
る
に
至
っ
た
と
い
っ
て
も
差
支
な

か
ら
う
。
勿
論
血
族
的
爾
係
に
於
て
或
は
人
的
要
素
に
於
て
大
化

雨
後
に
よ
る
こ
れ
等
の
關
連
は
全
く
一
致
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な

い
が
、
そ
こ
に
幾
分
の
蓮
絡
か
求
め
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思
ふ
。

鹿
島
紳
杜
の
紳
戸
は
大
化
仁
王
の
も
の
が
、
そ
の
ま
・
大
化
以
後

に
も
残
存
し
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
化
二
年
に
門
止
を
宣
言

さ
れ
た
部
民
が
」
直
ち
に
解
放
さ
れ
得
す
、
天
智
爾
制
三
年
に
ま

た
認
め
ら
れ
た
愛
盛
か
ら
判
幽
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
滅
ぶ
後
は
必

　
　
　
　
憩
戸
に
蘭
す
ろ
ご
扁
の
考
察

す
や
一
部
は
封
戸
の
形
と
し
て
残
さ
れ
九
と
考
へ
て
敢
て
差
支
な

い
も
の
と
思
ふ
。

　
神
戸
と
封
戸
は
相
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
旦
ひ
に
他
方
に
包
搬

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
ゆ
沖
っ
て
令
の
條
交
に
於
て
も
坐
卓
は
紳

紙
令
に
，
封
戸
は
賦
役
令
及
び
緑
令
に
規
定
さ
れ
、
爾
者
は
相
互

に
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
。
「
紳
戸
は
淋
祉
に
寄
せ

ら
れ
た
封
戸
で
あ
る
」
と
い
ふ
設
も
正
し
く
な
い
と
は
い
へ
な
い

が
、
律
令
制
定
の
當
初
は
相
互
に
相
異
る
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ

ま
た
壁
隣
令
の
規
定
に
撃
て
も
異
る
も
の
が
あ
っ
た
。
帥
ち
封
戸

は
最
初
調
車
を
主
に
全
給
し
て
、
租
は
牟
を
宮
に
入
れ
牛
を
主
に

　
　
　
　
　
　
註
三

給
し
た
の
で
あ
る
が
，
葦
戸
は
最
初
か
ら
租
を
全
部
、
紳
肚
に
給

す
る
を
原
則
と
し
、
そ
の
一
部
を
貯
へ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
奈
良
時
代
の
末
期
頃
か
ら
紳
戸
は
封
戸
の
一
部
と

見
倣
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
原
因
は
天
李

＋
一
年
に
至
っ
て
封
戸
も
そ
の
主
に
田
租
を
全
給
す
る
襟
に
制
度

　
註
四

が
攣
り
、
封
戸
の
性
質
が
憩
戸
と
同
じ
襟
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
な
ほ
暫
く
は
憩
戸
を
封
戸
と
は
い
は
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
九
が
，
伺
時
の
間
に
か
混
用
さ
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
八
三
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憩
戸
に
器
す
る
｝
二
の
血
管

直
接
の
理
由
は
、
位
階
を
授
け
ら
れ
た
憩
に
封
戸
が
輿
へ
ら
れ
る

　
　
註
五

こ
と
か
ら
一
叢
に
元
來
の
紳
戸
と
混
同
し
た
た
め
で
、
名
稔
も
紳

封
と
か
神
封
戸
と
い
は
れ
る
に
至
り
、
或
は
箪
に
封
若
く
は
封
戸

と
さ
へ
い
は
れ
る
様
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
類
聚
三
代
格

｝
貞
概
十
年
六
月
差
八
日
太
政
官
狩
の
「
大
饗
封
戸
」
の
語
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
六

は
輩
純
に
憩
戸
を
意
味
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
、

　
封
戸
も
そ
う
で
あ
る
が
、
神
戸
を
行
司
に
重
て
検
校
す
る
こ
と

、
な
っ
て
は
年
々
同
額
の
徴
納
を
必
要
と
す
る
様
に
な
っ
て
來

る
。
そ
れ
は
紳
肚
の
支
出
が
侮
年
略
㎞
額
だ
か
ら
と
い
ふ
だ
け
で

は
な
く
、
國
句
の
憩
税
帳
、
輪
庸
帳
等
を
作
る
上
の
便
宜
も
あ
り
、

紳
舐
宮
の
帳
簿
諸
事
に
も
都
合
が
よ
い
か
ら
で
あ
ら
う
。
こ
、
に

中
央
政
府
に
よ
つ
て
統
制
の
た
め
の
制
が
屡
ヒ
出
て
居
る
。
そ
の

最
初
と
し
て
養
老
七
年
置
月
乙
卯
に
は

　
制
、
瀞
戸
當
〆
造
二
籍
帳
一
戸
無
二
塘
減
｛
依
〆
本
爲
．
二
黒
、
若
有
二
喰

　
盆
喝
郎
減
浄
潔
、
死
婚
嫁
加
〆
之

と
て
神
戸
の
撒
を
一
定
す
べ
き
制
が
萬
さ
れ
九
。
然
し
て
こ
の
制

は
憩
戸
の
口
話
を
一
定
に
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
戸
藪
を
圏
押
し
、

そ
の
檜
減
に
癒
じ
て
官
戸
を
憩
戸
に
編
入
し
た
り
、
騨
戸
を
官
戸

　
　
　
　
　
　
鎮
十
九
巷
第
二
號
　
　
三
入
四

に
獲
更
し
た
り
す
る
こ
と
を
主
旨
と
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
戸

撒
を
続
翻
す
る
此
の
圭
旨
は
、
更
に
進
ん
で
天
李
十
九
年
六
月
一

日
の
格
に
よ
っ
て
戸
ロ
の
多
少
に
よ
り
所
輪
の
雑
物
不
等
な
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
七

め
、
そ
の
豊
胸
を
議
し
て
戸
口
を
一
定
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

即
ち
，
…
戸
の
正
出
五
六
丁
（
五
人
叉
は
六
人
の
意
な
る
べ
し
）
中

男
一
入
に
當
る
登
庸
を
定
撒
と
し
，
田
租
は
一
戸
侮
に
三
十
束
を

澱
て
限
り
と
定
め
，
こ
れ
に
加
減
せ
し
め
ぬ
こ
と
、
な
っ
た
。
三

十
束
は
郎
ち
二
町
の
田
租
に
配
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
封
戸
に

就
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
伊
勢
神
宮
の
を
除
い
て
は

紳
戸
に
も
適
用
さ
れ
、
も
し
正
丁
五
六
人
を
過
ぐ
る
と
き
は
宮
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
入

に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
寅
観
式
も
右
の
規
定
で
あ
る
が
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
九

何
時
の
間
に
か
租
は
四
十
束
と
な
っ
て
來
て
居
る
。
紳
宮
難
例
集

に
は
伊
勢
神
宮
の
憩
戸
に
就
い
て
そ
の
租
庸
調
等
を
詳
記
し
た
も

の
が
あ
る
が
、
大
罷
は
こ
れ
ら
の
原
則
に
適
つ
九
も
の
と
い
ふ
こ

と
が
撫
來
る
つ
租
は
石
に
て
表
は
さ
れ
、
戸
別
四
石
と
な
っ
て
居

り
、
師
ち
四
十
束
に
相
撫
す
る
。

　
紳
戸
の
響
岩
は
大
略
以
上
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
終
り
に
述
べ

た
紳
戸
の
負
婚
に
つ
い
て
は
正
税
学
名
を
も
墓
礎
と
し
て
論
ず
べ
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き
で
あ
っ
た
が
、
既
に
親
鳥
が
詳
密
に
研
究
さ
れ
た
た
め
に
す
べ

て
を
省
略
し
た
。
そ
こ
で
次
に
は
問
題
を
進
め
て
、
國
司
が
實
椹

を
喪
失
し
始
め
る
藤
原
初
期
に
於
て
憩
戸
も
亦
國
司
か
ら
離
れ
て

直
接
劔
舐
に
結
付
か
う
と
す
る
形
勢
が
あ
る
の
で
、
そ
の
過
程
を

類
聚
三
代
絡
を
中
心
と
す
る
文
献
の
上
か
ら
簡
輩
に
眺
め
て
見
た

い
と
思
ふ
。

　
設
一
　
令
に
に
輩
に
「
國
蜀
検
校
申
二
逡
所
罵
こ
と
あ
る
が
、
延
喜
式
臨

　
　
　
時
祭
に
に
「
凡
諸
王
榊
税
庸
帳
…
…
毎
年
勘
造
、
…
…
逡
二
季
官
（
淋

　
　
、
蔵
官
）
計
新
知
鍛
、
即
付
二
返
抄
乙
と
あ
っ
て
そ
の
意
義
た
明
か
に

　
　
　
し
て
居
る
。

　
　
二
　
「
其
税
者
一
難
二
義
愈
こ
と
い
ふ
令
丈
の
意
義
に
つ
い
て
集
解
に

　
　
　
諸
説
あ
り
、
起
草
者
の
意
の
あ
ろ
所
た
知
り
難
い
が
、
費
際
上
に

　
　
　
義
解
の
不
欝
爆
也
と
い
ふ
位
の
も
の
で
あ
っ
乳
様
で
あ
る
。

　
　
三
　
賦
役
令
封
戸
條
。

　
　
四
　
賦
役
令
集
解
封
戸
條
（
績
H
本
紀
十
三
天
尋
十
一
年
五
月
辛
酉

　
　
　
際
塗
照
）

　
　
五
　
績
日
本
四
十
入
天
爵
叢
誌
二
年
二
月
戊
子
條
に
、
入
幡
大
榊
匡

　
　
　
｝
品
に
▽
帯
田
る
封
戸
が
血
目
へ
ら
、
れ
八
百
［
戸
．
と
な
つ
索
側
一
が
あ
る
。

　
　
、
山
ハ
　
こ
の
山
冨
肋
付
域
「
磨
下
以
コ
大
証
封
戸
嚇
修
ゆ
理
小
軋
肌
潟
事
」
の
事
漁
局
」
の

　
　
　
リ
、
こ
れ
ば
丈
申
に
「
有
封
之
批
令
二
淋
戸
百
姓
修
造
こ
と
あ
ろ
語

　
　
　
に
論
難
し
、
封
戸
と
紳
戸
匡
同
意
語
と
し
て
用
び
ら
れ
て
屠
ろ
。

　
　
　
　
　
紳
戸
に
寓
す
る
一
二
の
滲
察

七
　
賦
役
令
集
解
封
戸
條
、
（
離
日
本
紀
十
七
天
亭
十
九
年
五
月
戊
寅

　
二
子
照
）

入
　
類
聚
三
代
三
一
、
貞
槻
二
年
十
一
月
九
日
太
漱
官
符
、

九
　
式
逡
下
（
績
々
鴛
書
類
從
六
ノ
五
五
一
）
、
延
喜
民
三
重

五

　
令
の
欄
度
に
於
て
は
紳
戸
の
戸
口
及
び
そ
れ
か
ら
の
徴
納
物
を

國
司
が
検
校
し
て
紳
舐
官
に
報
告
す
る
こ
と
は
甑
に
述
べ
た
如
く

で
あ
る
が
、
懸
盤
の
牧
入
た
る
べ
き
も
の
を
國
司
に
於
て
取
扱
ひ

國
の
倉
に
牧
め
、
必
要
に
癒
じ
て
神
祉
に
蓮
零
す
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
中
央
集
乳
の
徹
底
と
い
ふ
問
題
を
離
れ
て
便
宜
的
な
見
地
を

以
て
す
れ
ば
、
多
く
の
不
便
を
伸
ふ
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
紳
戸

よ
り
一
道
を
経
て
神
鮭
に
途
ら
れ
る
牧
入
は
規
定
の
「
造
紳
宮
及

供
紳
調
度
」
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
、
國
司
の
他
用
に
供
し
得
る
飴

地
の
な
い
も
の
に
も
拘
ら
す
、
國
司
の
手
を
経
る
と
き
は
、
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謎
一
〇

に
自
蜷
を
鋏
く
た
め
，
兎
角
不
正
が
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
紳
肚
と
し
て
は
賦
課
を
紳
戸
よ
り
直
接
受
取
る
こ
と
が
最

も
便
宜
な
る
た
め
、
勢
力
あ
る
紳
肚
は
烏
紙
官
に
訂
し
て
、
屡
く

そ
の
講
願
を
試
み
て
居
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
問
題
が
紛
糾

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
八
五
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棘
戸
に
關
す
ろ
一
二
の
考
察

す
る
こ
と
自
艦
が
、
既
に
國
司
の
模
限
に
つ
い
て
鼎
の
輕
重
を
聞

は
れ
た
ご
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
．
脚
赴
の
希
望
が
次
第
に
容

れ
あ
れ
て
來
る
の
は
國
司
が
そ
の
勢
力
を
失
墜
し
て
行
く
過
程
の

一
面
を
物
語
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

　
天
李
の
頃
は
律
令
の
規
定
が
正
し
く
守
ら
れ
、
東
司
が
憩
戸
の

調
庸
田
租
を
楡
校
し
、
紳
税
を
國
庫
に
保
管
す
る
こ
と
が
行
は
れ

て
居
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
は
天
業
二
年
大
倭
國
正
視
帳
以
下
の
諸

帳
に
よ
っ
て
制
断
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
暫
く
に
せ
よ
、

宇
佐
憩
宮
で
は
天
李
丁
字
六
年
以
前
に
太
宰
・
叉
は
國
司
の
干
渉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

受
け
す
に
徴
算
す
る
所
が
あ
っ
た
様
な
形
跡
が
あ
り
、
氣
比
神
宮

は
延
暦
＋
二
年
よ
り
弘
仁
元
年
頃
ま
で
勘
納
さ
れ
た
も
の
を
紳
庫

　
　
　
謡
｝
二

に
保
管
し
た
。
こ
れ
ら
は
奈
良
時
代
に
於
て
既
に
瀦
祉
が
國
司
の

礎
質
を
奪
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
諸
鮭
に
於
て
も
、
隅

襟
の
希
望
が
あ
り
、
他
面
國
司
の
不
法
も
著
し
く
な
っ
た
も
の
で

あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
で
途
に
延
暦
菅
年
七
月
一
日
に
至
っ
て

太
政
官
符
が
諸
國
に
下
さ
れ
、
紳
富
が
國
郡
司
と
共
に
紳
赴
の
祭

料
を
と
蕊
の
へ
、
牧
支
を
明
ら
か
t
す
る
様
に
爆
ぜ
ら
れ
た
の
で

あ
る
◎
類
聚
三
代
格
巷
一
弘
仁
十
二
年
八
月
壮
二
日
の
太
政
官
符

　
　
　
　
　
　
第
十
・
九
巻
　
二
二
號
　
　
　
三
入
晶
畑

中
に
こ
れ
を
引
用
し
て
曰
く
、

　
太
政
富
宏
延
暦
管
年
七
月
一
日
下
二
諸
國
一
荘
偲
、
、
A
「
案
嚇
赫
紙

　
乱
脈
云
、
葭
戸
調
庸
及
田
租
者
、
並
充
下
話
二
号
宮
一
玄
翁
沸
調
度
旧

　
其
聯
税
者
一
准
齢
義
倉
↓
皆
清
戸
登
校
者
．
准
二
糠
令
條
一
既
樗
二

　
鬼
絞
嚇
至
二
干
支
用
一
理
事
二
專
轍
嚇
宜
下
露
司
郡
司
憩
並
等
支
二
度

　
祭
料
噴
井
注
濫
共
残
一
塁
上
海
ρ
裁
者
。

と
、
こ
れ
は
全
國
の
憩
戸
を
有
す
る
諸
就
に
適
用
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
殊
に
伊
勢

野
宮
其
他
工
三
の
大
疑
に
あ
っ
て
は
こ
れ
に
満
足
せ
す
，
神
税
を

瀞
就
の
紳
庫
に
直
接
納
め
ん
と
す
る
感
動
を
な
し
、
國
司
は
令
條

に
從
っ
て
自
ら
瞼
校
せ
ん
と
し
て
、
こ
・
に
屡
㌃
官
符
の
断
案
が

下
さ
れ
る
に
至
っ
て
居
る
。
類
聚
三
代
絡
に
よ
つ
て
伊
勢
憩
宮
、

宇
佐
瀞
宮
、
無
比
母
宮
の
夫
々
の
場
合
を
極
め
て
簡
箪
に
膿
み
た

い
と
思
ふ
。

　
伊
勢
紳
宮
は
皇
家
の
宗
廟
だ
け
あ
っ
て
，
そ
の
勢
力
は
全
國
諸

肚
の
冠
で
あ
り
、
伊
勢
國
度
會
郡
多
氣
郡
を
瀞
郡
と
し
、
其
他
の

諸
富
及
び
尾
張
、
参
河
、
遠
江
、
近
江
、
憲
摩
、
美
濃
、
信
濃
，

等
の
諸
國
に
神
戸
を
有
し
、
後
に
は
飯
野
郡
二
割
伊
勢
の
諸
郡
も

（　lt；一1　）



紳
郡
と
さ
れ
る
程
の
有
檬
で
あ
っ
た
だ
け
，
そ
の
勢
の
向
ふ
と
こ

ろ
、
群
議
等
も
亘
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
＃
。
け
れ
ど
も
少

く
と
も
，
蜜
魑
五
年
頃
は
大
皇
宮
の
紳
税
は
國
司
が
検
校
し
て
居

た
が
．
、
其
後
赫
郡
司
の
闘
怠
か
ら
國
司
と
の
關
係
が
圓
満
に
行
は

れ
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
延
暦
廿
年
七
月
の
右
に
學
け
た

太
政
官
符
に
よ
つ
て
、
五
感
郡
司
に
紳
主
が
相
共
に
紳
戸
の
徴
取

と
支
用
の
事
務
に
下
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
が
拍
車
を
加
へ
た

の
で
あ
ら
う
。
紳
郡
司
は
郡
内
の
租
庸
調
を
悉
く
一
旦
感
荷
に
蓮

び
、
夏
に
紳
主
ら
の
立
會
に
て
支
子
を
臨
す
こ
と
は
不
便
が
多
い

た
め
、
恐
ら
く
紳
宮
阜
に
結
束
し
た
神
郡
司
は
國
司
に
通
し
て
租

庸
調
の
幽
憤
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
伊
琳
國
の
訴
へ
と
な
り
、

延
暦
廿
年
＋
月
菅
九
具
蒸
器
・
決
・
罰
紳
郡
司
嘉
」
な
る
太
政
官

特
の
嚢
令
を
見
る
に
至
っ
た
。
所
が
事
件
は
紳
郡
司
の
決
罰
に
て

終
ら
な
い
。
次
に
は
瀞
宮
司
か
ら
紳
舐
官
に
解
し
，
紳
紙
宮
は
太
，

政
官
に
封
し
、
「
仁
慈
諮
神
型
録
聖
母
牧
於
ド
事
不
〆
幼
者
」
と
願
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一
三

延
暦
、
世
四
年
四
月
七
日
．
伊
勢
國
に
封
し
、
太
政
官
符
が
下
さ
れ
、

こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
極
悪
は
機
校
に
預
ら
す
、
宮
司
を
し
て
、

こ
れ
に
當
ら
し
め
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
九
。
然
し
こ
れ
は
伊
勢
國

　
　
　
　
　
紳
戸
に
關
す
る
ム
こ
の
考
察

に
限
る
こ
と
で
他
國
の
憩
税
は
徒
ら
に
國
の
倉
に
積
ん
で
、
こ
れ

を
用
ひ
ぬ
と
い
ふ
現
象
を
生
じ
た
の
で
、
紳
宮
で
は
祭
料
不
足
に

事
省
せ
て
他
國
の
聯
税
を
用
ふ
る
こ
と
を
願
ひ
，
弘
仁
六
年
六
月

蕪
さ
れ
て
他
國
の
衛
視
を
先
づ
用
ひ
て
國
内
の
は
國
に
儲
へ
置
き

必
要
に
癒
じ
て
鵬
す
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
國
内
の
は
儲
へ
る
と

い
ふ
こ
と
の
た
め
に
、
國
司
の
樺
限
か
ま
た
三
所
す
る
に
至
っ
た

が
，
弘
仁
十
二
年
に
至
り
再
び
國
司
を
し
て
驕
漉
せ
し
め
ざ
る
こ

　
　
　
　
　
　
註
一
四

と
に
成
功
し
て
居
る
。

　
次
に
宇
佐
女
宮
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
こ
れ
も
以
前
は
太
宰
が
紳

封
戸
を
瞼
賦
し
て
居
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
延
麿
十
八
年
邸

ち
諸
國
に
瀞
官
と
國
郡
司
湘
共
に
楡
校
せ
よ
と
の
官
符
が
溜
る
よ

り
二
年
前
に
太
宰
府
の
宮
契
が
宮
司
と
共
に
検
校
す
る
こ
と
が
命

ぜ
ら
れ
た
が
、
太
宰
府
は
遽
く
て
不
便
が
多
い
た
め
、
大
同
三
年

に
は
國
司
が
紳
宮
司
と
共
に
検
校
し
て
太
宰
府
は
こ
れ
に
預
ら
な

　
　
註
「
五

く
な
っ
た
。
こ
れ
も
太
宰
府
が
祭
料
を
瀞
宮
に
迭
る
こ
と
は
事
の

遽
か
に
行
は
れ
難
い
と
い
ふ
の
で
太
宰
の
構
限
を
少
く
す
る
も
の

で
あ
る
が
，
し
か
し
伊
勢
神
宮
の
様
に
國
司
を
も
驕
係
せ
し
め
ぬ

と
い
ふ
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
．

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
入
七

（165）



　
　
　
　
　
憩
戸
に
罪
す
る
｝
二
の
考
察

免
ま
π
氣
比
紳
宮
は
瀞
封
の
租
穀
を
國
が
宮
庫
に
徴
納
し
、
他
の

用
途
に
充
て
る
の
で
度
々
の
祭
事
が
そ
の
た
め
に
閾
窮
す
る
と
い

ふ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
延
暦
十
二
年
か
ら
は
紳
庫
に
勘
翻
し
て

祭
用
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
弘
仁
元
年
に

至
っ
て
國
介
橘
朝
臣
永
纒
と
宮
司
と
の
間
に
雫
論
が
起
り
、
宮
司

の
沈
黙
に
よ
っ
て
、
紳
祉
は
繋
累
の
樺
利
を
奪
は
れ
、
租
穀
は
官

庫
に
牧
め
ら
れ
、
專
ら
國
衙
が
憩
戸
の
納
物
を
取
扱
ふ
こ
と
・
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
租
穀
は
運
用
に
課
し
て
他
色
に
充
て
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
宜
康
に
納
む
る
は
却
っ
て
堤
瓦
が
な
い
。
神
庫
に
納

む
る
の
が
便
宜
で
あ
る
と
宮
司
大
雪
臣
曽
根
が
薫
紙
宮
に
解
し
，

誓
紙
宮
か
ら
太
政
官
に
解
し
て
、
元
慶
八
年
九
月
に
こ
れ
が
許
さ

　
　
　
謎
「
六

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
宮
司
の
愚
行
は
許
さ
れ
す
國
司
宮
司
相

共
に
羽
幌
す
る
こ
と
Σ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
其
他
勢
力
の
大
で
な
い
諸
鮭
に
あ
っ
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と

い
ふ
に
史
料
の
窮
乏
は
こ
れ
を
詳
ら
か
に
語
ら
な
い
。
只
延
暦
二

十
年
掛
官
符
の
如
く
，
紳
王
も
國
司
等
と
共
に
祭
料
の
支
度
に
關

係
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
紳
税
を
紳

戸
か
ら
直
接
紳
肚
に
集
め
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
入
入

　
扮
て
、
先
に
蓮
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、

實
際
上
は
多
く
の
不
便
を
件
ふ
に
も
拘
ら
す
，
令
の
規
定
に
潤
て

國
湖
を
し
て
紳
戸
の
釈
庸
調
を
驚
愕
せ
し
め
た
の
は
、
地
方
行
政

に
於
て
徹
底
し
た
郡
縣
政
治
を
確
立
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

劃
一
的
な
政
治
の
實
現
を
令
の
理
想
と
し
て
懐
い
て
居
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
行
政
の
総
監
督
九
る
べ
き
位
置
に
あ
る
太

政
官
が
屡
ヒ
か
く
符
を
下
し
て
國
司
の
上
限
を
紳
祉
に
譲
っ
た
の

は
、
劃
一
主
義
に
よ
る
爲
政
の
不
便
を
感
じ
た
こ
と
に
も
よ
る
で

あ
ら
う
が
、
主
と
し
て
瀞
就
の
勢
力
の
大
い
な
る
も
の
に
饗
し
て

は
こ
れ
を
左
右
し
て
行
く
だ
け
の
氣
力
が
政
府
に
な
く
、
闇
司
に

は
更
に
な
か
．
つ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
居
る
。
殊
に
事
は
信
仰
に
關

す
る
も
の
で
あ
り
，
宇
魯
八
幡
の
紳
託
が
皇
位
を
云
々
し
て
さ
へ

天
皇
の
滲
を
播
が
す
程
の
カ
が
あ
り
、
ま
た
翻
託
に
よ
っ
て
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
一
七

宮
符
が
幽
さ
れ
た
り
し
て
居
る
時
代
で
あ
る
か
ら
、
紳
就
な
る

も
の
、
蓮
動
は
大
き
な
精
神
的
歴
力
を
持
つ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
拳
績
上
の
順
序
と
し
て
神
主
の
講
願
は
沸
紙
官
に
封
し
て
な

さ
れ
、
紳
忍
男
か
ら
太
政
官
に
解
す
る
の
で
あ
っ
て
，
融
紙
官
は

實
力
は
乏
く
と
も
紳
紙
を
司
る
と
い
ふ
意
味
で
階
次
も
太
政
官
の

（エ66）



先
に
あ
り
、
太
攻
官
と
し
て
無
下
に
心
墨
官
の
願
を
捨
て
る
こ
と

が
出
來
な
か
っ
た
こ
と
も
大
い
に
關
博
し
て
居
る
も
の
と
思
は
れ

る
。
祭
事
に
よ
っ
て
政
治
を
行
ふ
と
い
ふ
襟
な
時
代
は
既
に
過
ぎ

て
居
て
も
，
紳
紙
宮
の
申
す
と
こ
ろ
は
相
當
愈
重
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
充
分
了
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
國
司
の
勢
力
が
僅
か
乍
ら
も
他
の
勢
力
の
た
め
に
奪

は
れ
て
來
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
律
令
敏
治
の
上
に
は
こ
れ
が
壌
頽

を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
原
後
期
に
入
っ
て
制
度
の
混
鳳
は
愈

丸
激
し
く
な
る
が
紳
肚
の
勢
力
の
國
司
に
封
ず
る
侵
蝕
の
如
き
も

そ
の
一
つ
の
先
薩
を
な
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と
思
．
莞

註
一
〇
　
類
聚
三
代
格
一
、
爽
麺
五
年
入
月
廿
七
日
太
政
官
符
、
周
貞
観

　
　
　
十
三
年
五
月
日
太
政
官
符
等
。

　
　
鳳
　
｝
　
鱈
帳
n
口
・
本
紀
十
九
、
天
挙
｛
置
生
T
占
ハ
融
†
十
一
h
月
丁
亥
悠
…
、
こ
の
時
太

　
　
、
宰
な
し
て
三
無
ぜ
し
め
ら
る
と
・
と
に
な
つ
象
。

　
　
一
二
　
類
聚
三
化
格
一
、
元
慶
入
年
九
月
九
日
太
政
官
欝
9

　
　
一
三
　
同
、
弘
仁
十
二
年
八
月
廿
二
日
太
政
官
符
に
引
規
。

　
　
一
四
こ
、
に
蓮
べ
た
事
件
ほ
右
註
の
官
符
に
よ
る
。

　
　
一
五
　
薪
抄
回
勅
符
抄
、
延
膠
十
八
年
十
一
月
五
日
太
政
官
符
、
類
聚

　
　
　
．
三
代
格
一
、
大
同
三
、
雑
†
・
七
月
十
山
ハ
ロ
回
太
政
官
僻
付
O

　
　
一
山
ハ
　
こ
、
に
蓮
べ
象
事
は
塘
蝦
取
取
三
代
初
扮
｝
、
一
代
慶
八
年
九
h
月
九
臼
太

　
　
　
　
　
榊
戸
に
算
す
ろ
「
二
の
考
察

　
　
　
政
官
符
に
よ
う
。

　
　
「
七
　
新
抄
格
勅
丁
重
延
暦
十
七
年
十
二
月
廿
一
日
太
政
官
符
に
引
用

　
　
　
さ
れ
た
天
単
勝
寅
七
歳
三
月
廿
入
日
の
符
に
、
八
幡
大
圏
の
託
賞

　
　
　
が
百
姓
津
守
比
刀
に
下
り
、
そ
れ
が
宇
佐
郡
司
、
艘
前
國
司
の
解

　
　
　
た
経
て
太
政
官
符
と
な
つ
距
も
の
で
あ
る
。
（
績
H
本
紀
十
九
塗

　
　
　
照
り
）

　
　
　
　
六

　
次
に
關
題
を
轄
じ
て
戸
籍
の
制
度
の
藤
原
時
代
に
入
っ
て
圓
滑

を
頂
く
様
に
な
っ
た
こ
と
が
、
簾
戸
の
慶
遷
と
如
何
な
る
繭
係
を

持
っ
て
居
る
か
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
官
戸
の
戸
数
は
夫
々
定
数
が
あ
っ
て
、

特
別
に
害
進
さ
れ
る
と
か
或
は
爵
位
の
昇
進
に
よ
つ
て
塘
加
さ
れ

る
と
か
い
ふ
場
合
の
外
は
攣
更
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
・
そ
し
て

ま
た
一
戸
の
丁
撒
も
天
竜
＋
九
年
六
月
の
格
に
出
さ
れ
た
封
戸
の

丁
数
に
節
す
る
規
定
に
從
っ
て
一
定
に
さ
れ
た
課
で
あ
る
。
帥
ち

先
に
も
述
べ
し
如
く
，
輔
戸
正
丁
五
六
人
、
中
道
一
人
を
以
て
標

灘
と
し
，
田
租
は
三
十
束
（
後
に
は
四
十
束
）
に
定
め
ら
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
ロ
撒
が
多
く
な
れ
ば
こ
れ
を
官
戸
に
編
入
し
、
少
な
け
れ

ば
補
充
す
る
の
で
あ
り
，
…
戸
全
艦
が
逃
散
す
る
と
き
は
他
の
戸

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
ご
號
　
　
三
卜
辞

（　167　）



　
　
　
　
　
榊
戸
に
關
す
る
嚇
こ
の
考
察

を
以
て
こ
れ
に
宛
て
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
戸
籍
の

制
度
が
完
全
で
あ
れ
ば
こ
れ
で
弊
審
を
伸
は
な
い
課
で
あ
る
が
，

漸
く
素
謡
し
始
め
た
藤
原
初
期
に
あ
っ
て
は
色
々
な
弊
害
を
生
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
先
づ
戸
籍
自
膿
が
毛
繕
を
傳
へ
な
い
場
合
に
起
る
弊
害
が
あ

る
。
二
戸
の
實
態
に
於
て
は
死
亡
せ
る
に
拘
ら
す
、
戸
籍
颪
に
煽

て
は
除
帳
さ
れ
す
に
残
る
場
合
が
随
分
多
い
。
そ
れ
は
戸
主
に
於

て
死
者
の
口
分
田
を
永
く
使
用
し
よ
う
と
い
ふ
不
正
な
動
機
か
ら

起
る
も
の
で
あ
る
か
、
斯
く
の
如
く
届
出
を
怠
る
こ
と
は
随
分
多

　
　
　
　
　
註
一
八

か
つ
た
の
で
あ
ろ
。
そ
れ
で
戸
籍
面
で
富
戸
の
正
丁
が
五
六
丁
を

過
ぎ
る
場
合
は
、
そ
の
餓
剰
の
口
を
官
戸
に
編
入
す
る
こ
と
・
な

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
實
款
は
正
丁
が
到
底
五
六
丁
に
及
ば
ぬ

に
拘
は
ら
す
，
租
庸
調
は
定
数
を
墨
画
さ
れ
る
た
め
に
そ
の
負
澹

　
　
　
　
　
　
　
融
一
九

の
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
伊
勢
星
宮
と
し
て
は
戸
籍
の
不
完
全

は
一
に
國
吏
の
怠
慢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
丁
の
規
定
以

下
に
少
い
戸
か
ら
規
定
の
も
の
を
徴
牧
す
る
の
は
遺
戸
の
疲
弊
を

來
す
も
の
と
考
へ
た
の
で
あ
る
、
そ
れ
で
野
宮
に
て
は
右
の
場
合

あ
る
に
新
口
し
て
、
憩
戸
の
丁
を
改
心
し
て
宮
戸
に
編
入
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
〇

と
に
反
鋤
の
卓
立
を
超
し
、
大
和
．
伊
賀
，
伊
勢
、
志
摩
、
尾
張
、

滲
河
、
違
此
等
の
國
司
と
紳
祇
官
と
の
間
に
論
が
あ
っ
九
こ
と
が

思
は
れ
る
が
，
結
局
貞
槻
二
年
＋
一
月
九
日
の
太
政
官
符
に
よ
っ

て
大
瀞
宮
は
諸
就
に
異
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
紳
戸
の
丁
を
改

減
せ
ざ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
右
の
官
符
に
よ

れ
ば
，
既
に
延
暦
仕
掛
四
月
十
四
珊
の
整
に
激
て
「
大
言
宮
封
戸

非
二
陣
滅
重
心
こ
と
い
は
れ
て
居
る
様
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
は

貞
観
二
年
に
於
け
る
場
合
と
同
襟
で
あ
っ
た
か
ま
た
大
辛
宮
の
封

戸
に
封
ず
る
恩
典
で
あ
っ
た
か
詳
ら
か
で
な
い
が
、
兎
に
角
伊
勢

憩
宮
だ
け
は
特
別
な
待
遇
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
次
は
右
と
・
は
異
っ
た
場
合
と
し
て
紳
戸
の
正
丁
の
塘
加
に
封
し

て
何
等
並
置
の
講
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
恐
ら
く
國
司
の
微

力
と
な
っ
た
結
果
、
笹
掻
の
自
由
裁
量
に
よ
る
塵
置
を
講
じ
得
な

く
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
元
山
紳
戸
は
官
戸
に
比
し
て
課
役
が
輕
く
と
も
重
く
は
な
か
っ

た
。
遣
戸
は
其
身
を
役
し
て
紳
祉
を
修
理
す
る
義
務
が
あ
っ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
註
二
〇

「
供
騨
之
外
信
し
赴
二
公
役
一
」
と
い
ふ
こ
と
を
理
由
と
し
て
課
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
弛
か
ら
さ
う
重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
尤
も

（　los　）



奈
良
時
代
に
は
公
戸
の
百
姓
に
賦
課
の
撃
発
あ
、
る
と
き
そ
の
露
恩

が
賢
覧
の
封
に
及
ば
な
い
の
を
歎
じ
て
居
る
例
が
あ
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
一
二

に
つ
い
て
李
等
に
關
す
る
歎
願
が
容
認
さ
れ
た
以
上
は
、
反
っ
て

脇
戸
の
方
が
負
澹
が
輕
く
て
凌
ぎ
よ
い
と
い
ふ
歌
劇
で
あ
っ
た
と

思
は
れ
る
。
そ
の
た
め
に
公
戸
の
民
が
次
第
に
沸
戸
に
入
込
ん
で

籍
を
か
へ
る
と
い
ふ
歌
態
を
示
し
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
類
聚
三

代
絡
巻
八
寛
李
六
年
六
月
一
日
の
官
狩
に
紀
伊
國
解
を
引
用
し
て

　
酒
勾
神
戸
所
領
正
丁
ツ
～
一
目
。
富
戸
十
五
山
二
毛
、
或
戸
二
一
二
十
入
、

　
宮
戸
所
有
課
丁
之
撒
，
或
戸
僅
一
二
人
、
別
戸
曾
無
ご
課
工
詳

　
捻
二
其
由
納
屋
戸
課
役
頗
輕
，
宮
戸
輪
貢
尤
重
、
因
γ
斯
脆
ユ
彼
重

　
課
一
入
ユ
此
国
役
凶

と
い
へ
る
は
極
端
な
る
例
を
畢
げ
た
と
し
て
も
，
大
罷
に
於
て
入

民
が
憩
戸
に
集
ま
る
傾
向
か
あ
っ
た
と
い
ひ
う
る
。
國
司
で
は
か

く
の
如
き
潜
勢
に
善
慮
す
る
方
法
と
し
て
、
擁
立
の
課
丁
を
総
計

し
、
戸
侮
に
人
撒
を
李
均
に
分
ち
て
籍
を
作
り
，
濫
り
に
改
替
せ

ざ
る
こ
と
を
請
願
し
て
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
つ
け
れ
ど
も
こ
の
新

し
い
案
も
果
し
て
講
願
麺
り
警
備
し
得
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
兎
に
角
右
に
引
用
せ
る
如
き
欺
勢
を
馴
…
致
し
た
こ
と
は
、
解
官

　
　
　
　
榊
戸
に
關
で
る
一
二
の
考
察

特
中
に
も
述
べ
て
あ
る
様
に
「
積
慣
之
漸
、
忽
然
難
ド
鍵
」
き
も
の

で
あ
っ
た
。
憩
祉
，
風
戸
戸
籍
，
國
司
を
廻
っ
て
色
々
な
紛
雫
が

起
つ
た
け
れ
ど
も
、
凝
會
の
力
の
移
り
行
く
所
に
は
抗
す
る
こ
と

が
出
來
な
い
。
戸
籍
の
制
度
が
慶
頽
す
る
に
至
っ
て
は
、
國
司
は

最
早
隠
題
を
検
校
す
る
手
段
を
失
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か

ら
、
り
。

註
一
入
清
行
朝
臣
意
見
封
事
十
二
簡
條
、
ま
た
阿
波
國
星
影
雑
陰
野
牧
、

　
　
　
延
喜
二
年
阿
波
國
板
野
郡
田
上
郷
戸
籍
臨
簡
ハ
蜂
須
賀
侯
偲
家
藏
）

　
　
　
に
よ
れ
ば
、
｝
目
し
て
戸
籍
の
不
自
然
性
な
知
ろ
。
部
ち
婦
人
が

　
　
　
著
し
く
多
い
の
に
人
民
の
課
役
忌
遜
の
已
め
で
あ
り
、
し
か
も
彼

　
　
　
等
に
老
年
者
の
多
い
の
は
婚
姻
、
死
亡
の
届
出
為
ぜ
す
、
戸
に
於

　
　
　
て
そ
の
口
分
田
為
健
役
ぜ
ん
と
し
乳
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
一
九
　
類
聚
三
代
三
一
、
貞
槻
ご
年
十
一
月
九
口
太
政
官
符
。
以
下
㊨

　
　
　
事
件
も
雌
の
符
に
よ
る
O

　
ご
○
　
同
　
弘
仁
ご
年
九
月
菅
貫
日
太
政
官
符
引
用
の
向
で
め
ろ
。

　
二
一
　
績
日
本
紀
二
九
融
護
景
雲
二
年
二
月
乙
巳
朔
條
〇

　
　
　
　
七

　
多
古
に
蒼
し
て
起
つ
た
國
司
鋤
神
肚
の
關
係
、
ま
た
戸
籍
の
不

整
を
中
心
と
し
て
起
つ
た
五
戸
編
籍
の
問
題
は
、
律
令
政
治
の
維

持
を
自
つ
と
崩
転
せ
し
め
て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
即
ち

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
二
號
　
　
三
九
一

（169）



　
　
　
　
　
二
戸
に
關
ず
る
一
二
の
考
察

國
民
全
膿
が
國
家
統
一
の
政
治
に
封
ず
る
無
自
墨
と
、
殊
に
は
爲

政
者
の
こ
れ
に
封
ず
る
無
誠
意
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
心
的
事
象

と
そ
れ
に
伴
ふ
制
度
ω
壌
頽
と
が
交
互
的
に
粗
重
り
、
塗
に
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
二
二

後
期
の
軽
度
混
齪
時
代
を
現
蔑
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、
か
く

し
て
そ
の
結
果
、
紳
戸
の
神
肚
に
封
ず
る
結
合
は
私
的
と
な
り
、

そ
の
土
地
的
要
素
は
蕪
園
化
し
て
來
る
。

．
・
紳
戸
の
蕪
園
化
を
思
は
し
め
る
笹
戸
預
の
語
は
既
に
癒
和
頃
に

　
　
　
註
二
三

表
れ
て
居
り
，
愁
郡
な
ど
に
は
專
當
な
る
も
の
・
二
三
も
見
ら
れ

る
。
赫
戸
の
人
的
要
素
は
紳
人
等
と
も
な
っ
て
史
上
に
表
れ
て
來

る
。
鎌
倉
時
代
に
も
な
れ
ば
伊
勢
神
宮
の
三
戸
の
地
に
も
夫
々
地

　
　
　
　
　
　
　
註
二
四

頭
が
置
か
れ
た
り
す
る
。
こ
の
襟
に
紳
戸
の
制
度
は
全
く
形
を
攣

　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
九
巻
　
第
二
號
　
　
三
九
二

へ
て
了
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
考
察
に
就
い
て
は
本
稿
の
主

旨
と
す
る
所
で
な
い
た
め
、
こ
、
に
て
拙
論
を
止
め
る
こ
と
と
す

る
。註

二
二
　
類
聚
符
宣
言
一
、
長
保
四
年
十
月
九
日
の
太
政
官
符
中
に
「
而

　
　
近
代
手
直
遠
近
諸
殿
、
或
破
壌
損
失
、
或
…
歎
倒
立
レ
實
、
不
レ
事
騙
祭

　
　
祀
ひ
如
レ
忘
一
二
思
法
｛
是
則
噂
及
柵
鼎
澆
季
噴
吏
二
二
勤
節
一
之
班
レ
致
也
」

　
　
と
い
に
れ
．
て
居
る
が
、
世
の
風
潮
に
一
っ
て
長
戸
の
靭
度
の
観
れ

　
　
六
こ
と
為
語
っ
て
屠
ろ
〇

　
二
三
　
類
聚
符
宣
抄
一
麿
和
ご
年
忌
月
廿
二
日
太
政
官
符
、
大
事
宮
諸

　
　
維
事
記
長
元
四
年
五
月
日
勲
等
。

　
ご
四
　
　
五
n
妻
鋭
一
山
ハ
、
正
治
元
』
牛
三
聾
月
払
μ
三
臼
階
除
由
誉
昭
…
o

（　17e　）


