
江
戸
時
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に
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け
ろ
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醐
の
組
織
と
そ
の
統
制

第
ご
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
七
〇

江
戸
時
代
に
於
け
る
藝
團
の
組
織
と
そ
の
統
制

1
・
近
江
國
關
画
品
帥
冠
を
中
心
と
し
て
i

渡

に立口

多

仲

　
　
目
　
　
　
次

に
し
が
吾
・
：
：
：
：
一
、
關
蝉
学
芸
証
の
由
緒
：
：
：
…
一
一
、
本
融
た
園
続

す
る
藝
醐
の
種
類
・
…
…
・
・
三
、
藝
醐
の
組
織
、
そ
の
一
一
座
組
…
…
…

四
、
藝
醐
の
組
織
、
そ
の
ニ
ー
座
組
興
行
…
…
…
五
、
藝
画
の
統
制
と

そ
の
實
績
…
…
…
六
、
音
曲
諸
藝
の
徒
と
そ
の
祉
會
的
地
位

　
　
　
　
　
　
は
し
が
き

　
都
の
近
く
逢
取
山
に
鎭
座
せ
る
關
蝉
丸
瀞
趾
を
中
心
と
し
て
、

此
慮
に
音
曲
諸
藝
と
呼
ば
れ
た
…
種
の
藝
術
閣
農
が
組
織
せ
ら
れ

て
る
た
の
は
興
味
あ
る
一
の
史
實
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
未
だ
墨
界

に
、
一
般
に
は
知
ら
れ
て
み
な
い
ら
し
い
。
こ
こ
に
作
り
成
さ
れ

た
此
等
の
藝
團
は
、
さ
ま
で
大
規
模
な
團
膿
で
無
か
っ
た
だ
け
に
、

そ
の
内
容
が
比
較
的
よ
く
解
る
の
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
っ
て
、
江

戸
時
代
に
於
け
る
此
種
の
藝
幽
の
組
織
並
に
之
が
統
制
の
一
斑
を

窺
ふ
こ
と
が
出
線
、
か
ね
て
叉
、
紳
祉
行
政
の
一
面
を
も
察
す
る

こ
と
が
出
來
や
う
か
と
思
ふ
の
で
、
實
は
紹
介
の
程
度
を
嵐
で
ぬ

極
め
て
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
調
査
の
結
果
を

記
し
て
、
博
雅
の
士
の
御
示
教
を
仰
ぎ
、
こ
れ
が
完
壁
を
他
臥
に

期
し
度
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
一
　
關
蝉
劇
戦
説
の
由
絡

監
事
疑
獄
縫
と
い
ふ
の
が
今
の
公
構
で
あ
っ
て
、
近
時
ま
で
關
清

水
蝉
丸
赫
祉
と
呼
ば
れ
、
古
く
は
關
清
水
大
明
愁
・
關
清
水
蝉
丸

宮
な
ど
と
超
せ
ら
れ
て
、
三
尊
寺
の
近
松
寺
を
そ
の
別
當
と
抑
い

で
る
た
の
で
あ
る
、
本
趾
鎭
座
の
年
歴
は
未
だ
之
を
審
か
に
し
な
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い
の
で
あ
る
が
、
本
心
は
此
の
逢
坂
の
守
護
融
，
と
し
て
や
が
て
は

開
の
明
神
と
し
て
道
租
神
を
齋
祀
せ
る
に
始
ま
る
か
と
思
は
れ

る
。
少
く
と
も
南
北
朝
の
頃
に
於
い
て
、
し
か
信
ぜ
ら
れ
て
る
た

こ
と
は
、
「
寺
門
傳
記
補
録
」
谷
五
に
明
謹
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

當
時
本
祉
は
、
關
の
明
神
と
し
て
樂
敬
せ
ら
れ
る
と
共
に
叉
、
蝉

丸
宮
と
し
て
奪
崇
を
博
せ
ら
れ
て
み
た
。
蝉
丸
公
鋤
請
の
年
暦
も

亦
不
明
で
あ
る
が
、
い
つ
の
頃
か
一
度
そ
の
こ
と
あ
っ
て
後
は
、

蝉
丸
公
の
塗
筆
い
よ
よ
赫
々
た
る
を
見
、
一
旦
世
人
に
は
多
く
蝉

丸
宮
と
し
て
讃
仰
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
本

幹
は
現
時
上
・
下
爾
祉
に
分
か
た
れ
、
上
就
は
猿
田
彦
命
を
、
而
し

て
下
肚
は
豊
玉
姫
命
を
、
夫
々
そ
の
主
紳
と
仰
ぎ
、
こ
れ
が
相
殿

に
は
い
つ
れ
も
蝉
丸
公
を
奉
祭
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

は
由
っ
て
來
る
と
こ
ろ
の
理
由
あ
る
べ
く
、
輩
に
明
治
初
年
時
の

紛
雑
の
際
に
於
け
る
偶
然
な
る
獲
現
と
の
み
見
る
べ
き
も
の
で
は

あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
そ
れ
は
兎
に
角
、
巳
に
本
趾
が
蝉
丸
公
の
帰
属
の
下
に
世
の
崇

敬
を
博
す
る
や
う
に
な
れ
ば
、
藪
に
祭
紳
そ
の
人
の
紳
格
の
獲
現

を
見
る
に
至
る
は
理
の
常
然
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
江
戸
噂
代
に
於
け
る
藝
認
の
常
識
と
そ
の
統
鰯

　
公
が
頗
る
琵
琶
に
堪
能
で
あ
っ
た
と
の
傳
へ
は
已
に
既
に
人
口

に
留
灸
す
る
と
こ
ろ
、
逢
坂
關
の
邊
に
閑
居
せ
ら
れ
て
、
常
住
琵

琶
を
揮
じ
て
箆
、
の
猫
り
を
隠
し
ま
れ
た
話
は
、
よ
程
古
く
か
ら
の

傳
説
で
あ
っ
た
。
託
っ
て
、
紳
と
な
ら
れ
た
蝉
丸
公
は
、
此
の
櫨
…

読
に
副
ふ
べ
く
、
音
曲
の
紳
と
し
て
、
そ
の
紳
威
を
顯
平
せ
ら
る

べ
き
こ
と
も
自
然
の
撒
で
あ
る
が
、
果
せ
る
哉
、
公
は
音
曲
諸
藝

道
の
組
帥
と
し
て
、
博
く
そ
の
崇
敬
を
あ
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
い
ま
本
祉
に
は
、
こ
れ
が
史
實
を
語
る
べ
き
多
く
の
文
書
記

録
の
類
が
襲
藏
せ
ら
れ
て
る
る
。

　
感
通
に
よ
れ
ば
、
村
上
天
皇
の
御
宇
天
徳
二
年
に
蝉
丸
宮
の
造

螢
あ
り
、
次
い
で
冷
泉
天
皇
の
御
代
安
和
二
年
に
「
宣
旨
」
な
る
も

の
を
賜
は
り
、
そ
れ
に

　
醍
醐
帝
第
四
皇
子
日
本
國
中
層
教
謎
語
三
七
師
音
曲
諸
掛
道
之

　
組
紳
也

と
遊
ば
さ
れ
、
附
す
る
に
左
の
添
書
を
以
っ
て
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
。

　
右
赫
守
ツ
識
者
へ
瞥
田
男
憎
啓
田
所
7
8
発
歌
蔵
左
山
山
ス
者
也

　
己
に
音
曲
諸
里
道
の
組
紳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
碧
く
も
斯
道
に
携

は
ら
む
と
す
る
程
の
も
の
は
す
べ
て
當
縫
別
當
所
よ
り
、
そ
の
免

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
二
谷
第
一
號
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江
戸
噂
代
に
於
け
ろ
藁
囲
の
紐
維
と
そ
の
統
潤

許
を
遅
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
事
は
畏
く
も
「
宜
矯
」
に

出
で
勅
謎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
蝉
丸
宮
を
沖
っ
て
見

れ
ば
、
暑
曲
諸
藝
道
の
徒
は
総
て
本
肚
の
支
配
に
属
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
習
弊
は
そ
の
総
本
で
あ
る
。
故
に
、
斯
の
道
の
士
に
し

て
今
入
口
に
膳
灸
す
る
程
の
幽
々
は
、
i
例
へ
ば
、
出
雲
阿
國
が

文
芸
年
中
、
禿
髪
濡
衣
大
藩
撒
を
頸
に
し
て
男
舞
を
始
め
る
際
に

も
，
又
、
浄
瑠
璃
節
の
開
覗
と
云
は
れ
る
角
髪
・
機
校
の
門
弟
引
田

淡
路
擁
な
る
も
の
が
、
人
形
操
座
を
は
じ
め
、
渤
進
操
師
と
な
っ

て
、
「
日
本
操
座
宗
匠
諸
藝
司
」
と
名
乗
を
上
げ
る
折
に
も
、
將
叉
、

薩
摩
入
道
浮
雲
が
「
設
教
天
下
一
」
と
歯
し
て
一
流
の
入
形
芝
贋

を
始
め
る
時
に
も
、
す
べ
て
蝉
丸
宮
即
ち
本
猷
の
発
許
を
得
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
、
と
云
々
。

　
難
語
は
侮
此
の
外
、
諸
種
の
説
話
を
語
る
。
私
は
い
ま
此
等
の

山
高
に
就
い
て
兎
角
の
言
を
爲
さ
む
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
況
・

ん
や
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の
「
宣
ほ
」
に
關
し
て
は
爾
更
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
只
、
そ
の
多
く
の
事
、
就
中
か
の
「
宣
旨
」
な
る
も
の
が
江
戸

時
代
の
は
じ
め
に
於
い
て
已
に
、
一
個
の
信
念
と
し
て
、
一
部
斯

の
道
の
論
士
に
深
く
も
信
ぜ
ら
れ
て
る
九
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
第
一
號
　
　
一
七
二

雁
乎
と
し
た
一
の
史
實
で
あ
っ
た
こ
と
を
蓮
ぶ
る
に
此
め
て
置
き

失
い
。

　
そ
れ
に
就
け
て
も
、
蝉
丸
宮
の
自
負
す
る
が
如
く
、
所
謂
説
教

讃
歌
そ
の
他
界
曲
諸
費
の
徒
が
、
す
べ
て
此
の
宮
の
支
配
に
属
す

る
も
の
で
は
無
か
っ
た
の
で
、
例
へ
ば
、
祭
文
の
徒
が
嵯
峨
御
所

か
ら
発
源
を
受
け
て
み
た
事
實
は
、
本
釜
に
於
い
て
も
之
を
認
め

て
み
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
、
此
の
宮
の
圭
押
す
る
と
こ
ろ
は

如
何
に
も
あ
れ
、
深
濠
に
於
い
て
、
撮
津
國
西
宮
を
中
心
と
し
て

一
の
操
座
が
成
立
し
て
居
り
、
叉
、
淡
路
の
三
韓
を
根
豫
と
す
る

操
座
も
、
確
か
に
存
在
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
（
後
者
の
如
き
は
、

今
に
そ
の
悪
留
を
絶
た
す
、
現
に
地
方
に
巡
業
し
て
み
る
の
で
あ

る
が
，
こ
れ
は
明
か
に
猫
立
し
た
一
個
の
存
在
で
あ
っ
て
、
此
虞

に
於
い
て
も
亦
「
御
論
旨
」
な
る
一
巻
を
奉
じ
て
、
斯
道
諸
勢
之
司

と
誇
駕
し
來
つ
た
も
の
で
あ
っ
た
）
。
故
に
、
学
窓
宮
の
云
．
勘
と
こ

ろ
は
、
云
は
ば
世
の
本
家
雫
ひ
に
も
比
す
べ
く
、
實
は
一
己
の
自

計
に
過
ぎ
な
い
と
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
さ
あ
れ
、
之
を
史
實
に
徴
し
て
、
本
祉
を
中
心
と
す
る
此
等
藝

關
の
組
織
並
に
こ
れ
が
統
制
は
、
前
記
の
二
三
に
較
べ
て
、
比
較

（r‘b｝ノ



的
見
る
べ
き
規
模
を
具
へ
て
る
た
こ
と
は
、
否
む
べ
か
ら
ざ
る
事

實
で
あ
っ
て
、
現
存
の
史
料
に
徴
し
て
見
て
も
、
此
等
謂
は
ゆ
る
設

教
讃
語
の
徒
が
廣
く
諸
國
に
散
在
し
て
、
其
の
地
に
厨
し
て
生
計

を
螢
ん
で
ゐ
九
者
が
砂
く
な
い
の
で
あ
っ
た
。
何
分
に
も
祭
碑
が

蝉
丸
公
で
あ
り
、
而
し
て
鎭
座
の
地
が
特
に
公
と
縁
故
の
深
い
逢

坂
山
で
あ
る
か
ら
、
之
が
、
此
の
一
命
の
幾
誌
上
頗
る
有
利
に
作

用
し
た
こ
と
で
も
あ
ら
う
。
江
戸
泰
李
の
昌
蓮
に
恵
ま
れ
て
、
一

般
に
、
統
一
と
罷
系
と
を
求
む
る
の
氣
蓮
に
際
附
し
て
は
、
愈
々

そ
の
組
織
を
促
が
し
、
統
制
あ
る
集
團
に
作
り
成
さ
る
べ
き
は
理

の
當
然
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
そ
の
組
織
並
に
統
制
は
如
何
。

二
、
本
寵
を
園
綾
す
る
藝
團
の
種
類

　
そ
れ
を
蓮
べ
る
に
先
だ
つ
て
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の
説
教
讃
語
そ
の

他
普
曲
諸
藝
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
先
づ
そ
の
種
類
に

就
い
て
一
言
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
思
・
幽
。

　
い
ま
之
を
、
本
耽
所
藏
の
文
書
（
註
）
に
就
い
て
見
れ
ば
次
の
如

き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
設
教
　
　
入
形
操
師

　
　
　
　
　
三
戸
時
代
に
於
け
ろ
日
豊
の
組
織
と
そ
の
統
棚

讃
語

拗
進
師

音
曲
道

歌
舞
偉
物
閲
繊
狂
言
澁

藝
役
者
農
工
藝
役
者

十
三
香
具
師

通
俗
三
富
師

長
玉
出
距

琵
琶
法
師
．
護
肖
女

歌
念
県

歌
楓

浮
瑠
環
語
り
師

辻
能
狂
言
師

辻
角
力

長
吏
方
並
木
三
方

小
見
世
物

合
藥
旋
質

放
歌
師

白
拍
子

祭
丈
師

縄
偶
遊
女

　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號

．
一
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江
戸
時
代
に
於
け
ぢ
藝
醐
の
手
続
と
そ
の
統
、
髄

　
　
　
　
　
　
三
味
線
方

　
右
に
掲
ぐ
る
も
の
が
所
謂
…
音
曲
諸
立
道
に
腸
す
る
。
そ
の
種
類

が
相
當
廣
き
に
亙
る
と
細
し
く
、
地
理
的
に
も
可
な
り
廣
い
簡
園

に
及
ん
で
み
た
。
い
ま
試
み
に
、
そ
れ
等
の
徒
の
座
組
を
成
す
も

の
に
就
い
て
、
本
駄
所
藏
の
文
書
記
録
の
上
に
、
確
實
に
そ
れ
を

跡
づ
け
得
る
も
の
を
検
出
す
れ
ば
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
っ
て
、
邸

ち
、
畿
内
は
云
ふ
に
及
ば
す
、
伊
賀
（
此
國
に
特
に
其
数
多
し
）
・

伊
・
勢
よ
り
東
は
遠
く
滲
河
・
信
濃
の
諸
國
に
及
び
（
こ
の
地
方
は
特

に
参
河
に
多
し
）
、
西
は
播
磨
・
美
作
を
経
て
備
前
に
達
し
（
此
の

地
方
特
に
備
前
に
多
し
）
、
爾
の
方
図
を
越
え
て
四
國
に
仲
び
て
る

る
（
四
國
地
方
で
は
讃
岐
特
に
多
し
）
。

　
更
に
、
此
等
の
徒
に
し
て
本
就
よ
り
発
許
を
講
得
た
者
の
数
に

就
い
て
見
る
に
、
素
よ
り
そ
の
正
確
な
撒
字
は
容
易
に
期
し
得
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
端
を
窺
ふ
べ
き
史
料
に
、

「
説
教
座
芝
居
名
代
艶
末
流
発
許
知
」
と
慣
せ
ら
れ
た
｝
書
あ
り

（
綴
本
堂
冊
、
本
元
所
内
、
適
時
の
毫
帳
と
し
て
奪
噂
す
べ
き
も
の

で
あ
る
）
、
之
に
名
を
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
安
政
四
年
十
二
月
よ

り
文
久
二
年
四
月
に
至
る
四
年
五
ケ
月
聞
に
於
い
て
都
合
菖
七
十

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
一
號
　
　
　
一
七
四
．

二
人
で
あ
っ
た
。
他
の
｝
冊
「
備
前
筋
紅
鱒
國
琵
歌
禰
」
で
は
、
文

久
二
年
二
月
よ
り
元
治
元
年
四
月
に
至
る
二
年
三
ヶ
月
間
に
於
い

て
、
都
合
焼
畠
＋
二
名
が
そ
の
名
を
列
ね
て
み
る
。
後
者
は
云
ふ

ま
で
も
無
く
、
備
前
筋
な
る
一
管
匠
（
當
時
之
を
向
庸
と
睡
、
ん
だ
）

の
み
の
計
撒
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
よ
っ
て
推
考
し
て

見
て
も
、
本
丁
配
下
の
徒
は
必
ず
や
妙
な
か
ら
ぬ
数
に
賞
し
て
み

た
で
あ
ら
ふ
と
思
ふ
。

　
　
謡
　
此
の
文
書
で
に
、
前
記
の
如
く
、
所
謂
末
派
な
る
も
の
甘
か
黒
和

　
し
て
、
之
な
更
に
「
主
流
」
に
約
し
、
よ
く
形
式
立
て
・
み
る
の
で
あ
る

　
が
、
そ
れ
だ
け
に
反
っ
て
、
無
理
な
作
爲
が
認
め
ら
れ
ろ
。
現
に
、
享

　
保
廿
年
十
一
冠
江
戸
に
於
い
て
、
所
謂
十
三
香
具
職
な
う
も
の
に
就
い

　
て
取
調
が
行
ほ
れ
象
畦
の
答
串
に
滲
照
す
れ
ば
、
彼
是
混
催
し
て
み
る

　
の
で
∫
の
っ
て
、
例
へ
ば
、
諸
隙
砂
肝
鼎
楽
の
伽
胸
露
四
一
取
次
の
「
画
帳
・
、
彼
・
此
雷
晶
複

　
し
て
み
る
。
因
み
に
此
の
香
具
職
十
三
種
の
内
に
1
／
、
辻
瞥
者
・
捜
中

　
掛
香
喪
な
ど
あ
り
、
こ
れ
が
一
距
當
局
の
牒
報
概
關
れ
ろ
職
務
た
兼
ね

　
て
る
カ
こ
と
ほ
注
意
す
べ
き
黙
で
あ
ろ
が
、
事
の
煩
雑
に
亙
る
な
遅
け

　
て
、
　
こ
、
に
し
μ
蓮
べ
た
い
い
で
着
く
。

　
　
術
、
説
教
芝
屠
に
就
い
て
ば
、
安
政
四
年
十
二
月
三
井
寺
役
人
片
木

　
鵜
殿
よ
り
の
届
書
に

　
　
説
教
芝
居
之
趣
意
者
、
　
丈
化
弓
場
御
尋
墨
付
串
上
県
通
、
　
世
人
教
化

　
　
之
旗
め
観
教
俗
談
冷
墓
と
徒
、
　
其
博
之
人
情
轟
相
田
候
今
様
風
俗
な
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相
交
・
且
観
馨
ハ
＋
三
歳
已
下
之
叢
ハ
ヲ
以
、
興
行
仕
候
義
孟
、

　
云
々

と
記
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
略
々
そ
の
内
容
な
窺
ふ
こ
と
が

侮
來
る

詮
敏
　
　
片
影
才
助

右
、
発
歌
如
件

　
文
化
十
二
年
九
唖

蝉
丸
官
酷
別
潜
田
所
一
　
（
郎
・
）

三
、
藝
團
の
組
織
、
そ
の
一
一
座
組

　
所
謂
音
曲
諸
富
の
徒
は
、
前
述
の
如
く
冬
種
の
部
類
を
な
し
て

居
り
、
そ
れ
が
蝉
丸
宮
の
発
許
駄
の
保
謹
の
下
に
、
其
の
藝
業
に

安
ん
じ
て
ゐ
九
σ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
當
然
一
の
組
織
が
存
在

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
つ
い
ま
之
を
、
史
料
の
示
す
と
こ
ろ

に
よ
っ
て
、
そ
の
跡
を
尋
ね
て
見
や
う
。
但
し
藪
で
は
、
部
類
の

各
個
に
及
ぼ
す
只
そ
の
中
、
比
較
的
形
の
整
っ
た
も
の
と
認
む
。
へ

き
説
教
者
の
そ
れ
に
就
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
倫
、
正
確
に

は
、
年
時
的
な
る
愛
遷
を
も
考
慮
に
入
れ
て
観
察
す
べ
き
で
あ
る

が
、
今
は
た
だ
静
的
な
貌
に
於
い
て
の
み
考
察
す
る
に
止
め
る
。

　
（
闘
）
　
此
等
の
徒
は
、
ま
つ
本
窯
の
発
議
を
要
し
た
。
そ
の
発

詐
駄
は
左
の
如
き
書
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
關
清
水
田
丸
宮
末
流

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
於
け
ろ
藝
醐
の
畦
織
ξ
ダ
、
の
統
制

　
　
關
清
水
蝉
丸
末
流

　
　
　
説
教
　
　
中
川
重
次
郎

　
　
　
右
、
合
藥
弘
通
、
諸
國
巡
行
可
爲
随
意
、
任
先
規
発
歌
姉

　
　
　
件

　
　
　
　
文
化
十
㎜
四
年
・
三
日
μ

　
　
　
三
井
蝉
丸
宮
別
當
所
　
（
印
）

　
三
四
は
一
丸
宮
よ
り
適
宜
下
附
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際

本
城
に
於
い
て
は
、
此
等
音
曲
道
に
熱
心
懇
望
之
者
に
讃
し
て
、

一
当
の
吟
味
を
嘆
け
、
そ
の
筋
旨
を
正
す
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

発
駄
は
蝉
丸
宮
別
當
所
の
名
に
於
い
て
、
其
慮
の
政
所
よ
り
遭
は

さ
れ
る
。
政
所
は
、
発
話
の
願
禺
あ
る
憾
に
之
を
巨
頭
代
に
煮
出

で
、
そ
の
下
知
を
臨
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
、
彼
等
は
蝉
野
宮
の
屍
許
に
て
凡
そ
事
足
る
の
で
あ
る

が
、
併
し
爾
、
蝉
丸
宮
の
末
流
と
し
て
論
教
の
発
許
を
受
く
る
場

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
七
五
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江
彊
噂
代
に
於
け
ろ
饗
醐
の
事
跡
と
そ
の
統
湖

合
に
は
、
そ
の
趣
、
幕
府
の
代
官
所
論
は
領
主
の
郡
方
役
所
へ
願

撫
且
っ
届
出
つ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
（
二
）
　
己
に
し
て
発
許
を
受
け
た
以
上
、
御
本
山
野
ち
蝉
丸
宮

の
末
流
と
し
て
、
本
山
の
支
配
に
虚
し
、
本
鮭
の
命
ず
る
諸
々
の

裁
配
に
嚴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
講
諸
々
の
裁
配
に
就
い
て
は
、
文

化
三
年
五
月
の
「
論
敏
者
時
法
掟
」
に
よ
れ
ば
凡
そ
十
六
條
あ
り
、

之
に
は
、
数
字
に
亙
る
こ
と
ま
で
具
艦
的
に
記
さ
れ
て
み
る
の
で

あ
る
が
、
い
ま
其
の
要
領
を
暴
ぐ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
説
教
激
語
之
職
を
勤
む
る
も
の
は
必
ず
本
祉
の
発
歌
を
受

　
　
く
べ
き
こ
と

　
一
、
本
内
の
祭
禮
帥
事
に
は
必
ず
滲
漏
す
べ
き
こ
と

　
一
、
燈
明
料
そ
の
他
の
課
役
並
に
主
物
は
必
ず
進
濡
す
べ
き
こ

　
　
と

　
｝
、
説
教
者
の
装
束
は
染
色
に
次
第
あ
り
て
署
す
べ
か
ら
ざ
る

　
　
こ
と
、
並
に
、
脚
数
者
は
吃
り
に
國
名
辮
號
等
を
附
す
べ
か

　
　
ら
さ
る
こ
と

　
一
、
家
職
相
績
叉
は
弟
子
取
の
場
合
に
は
必
ず
本
証
に
届
出
づ

　
　
べ
き
こ
と

　
　
　
　
　
　
第
「
二
十
二
巻
　
第
二
鰭
脳
　
　
　
一
七
六

　
一
、
座
組
芝
居
等
興
行
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
題
に
発
信
を
受

　
　
く
べ
き
こ
と

　
　
、
別
罷
職
執
行
代
替
の
節
は
必
ず
下
附
．
せ
ら
れ
て
る
る
巻
物

　
　
並
に
諸
静
歌
を
区
画
し
、
時
の
執
行
の
加
判
を
斎
く
べ
き
こ

　
　
山
」

　
一
、
諸
國
諸
勘
進
に
當
っ
て
、
氏
な
ど
の
儀
を
申
立
て
、
お
互

　
　
に
穿
馨
を
せ
ぬ
こ
と

　
　
、
尤
も
、
遠
國
他
所
に
於
い
て
無
発
許
の
説
教
者
に
會
つ
た

　
　
場
合
に
は
吟
味
を
致
し
、
本
肚
の
響
応
を
頂
戴
せ
し
め
る
や

　
　
う
に
、
互
に
心
掛
く
べ
き
こ
と

　
一
、
六
盗
よ
り
の
示
達
は
早
速
憩
奉
ず
べ
き
こ
と
、
並
に
、
公

　
　
儀
の
御
法
度
は
堅
く
相
守
る
べ
き
こ
と

　
要
す
る
に
、
蝉
丸
宮
に
鋤
し
て
克
く
忠
勤
を
抽
ん
す
べ
き
こ
と

と
　
能
く
そ
の
統
制
に
服
し
て
、
敢
て
非
分
を
致
す
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
教
者
か
ら
は
勿
論
、
此

の
古
法
度
掟
に
定
む
る
と
こ
ろ
を
よ
く
淫
奉
す
べ
く
、
講
書
を
捧

げ
て
盟
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
か
く
て
、
論
敬
者
た
る
の
発
許
を
受
け
た
も
の
は
、
宜
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し
き
に
幾
っ
て
一
の
座
組
を
作
る
。
見
識
に
本
祉
か
ら
は
「
閥
清

水
大
明
紳
蝉
丸
宮
御
由
來
之
巻
物
」
な
る
も
の
を
授
與
せ
ら
れ
る

の
で
、
此
の
巻
物
が
一
座
團
結
の
精
神
的
中
心
を
な
す
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。
所
謂
「
御
由
來
之
巻
物
」
に
就
い
て
は
、
そ
の
原
本
は

未
だ
管
見
に
入
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
内
容
は
、
本
胱
襲
藏

の
詑
録
邸
ち
「
蝉
丸
宮
古
規
古
傳
歯
型
書
、
設
敏
讃
語
師
巻
物
寛
…
」

に
よ
っ
て
之
を
窺
ふ
こ
と
が
勘
來
る
。
（
器
財
の
「
御
縁
処
巻
物
」

と
題
す
る
一
文
が
恐
ら
く
そ
れ
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
は
和
漢
混
濤

膿
の
、
實
は
極
め
て
拙
劣
な
文
で
あ
る
。
叉
、
「
關
清
水
蝉
丸
宮

論
教
音
曲
由
緒
之
記
」
と
題
せ
ら
れ
た
短
文
も
存
す
る
。
こ
れ
は

漢
文
に
成
り
、
そ
の
末
尾
に
「
萬
諄
二
年
乙
丑
六
月
二
十
日
、
菅

原
師
長
聯
ヵ
記
大
．
業
、
之
を
の
こ
す
」
と
あ
る
が
、
素
よ
り
後
世

の
叢
記
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
）
。

　
（
四
）
座
組
に
は
別
に
又
、
掟
が
あ
っ
た
。
安
政
五
年
正
月
岡

本
座
組
美
根
太
夫
以
下
五
十
六
名
．
連
署
の
講
書
に
よ
る
と
、
こ
の

説
敏
祭
文
座
に
於
い
て
守
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
公
儀
之
御
法
度

及
び
時
々
の
御
階
達
の
こ
と
、
與
行
の
市
は
火
之
要
心
入
念
の
こ

と
、
搏
鋳
掛
談
勝
負
事
を
弔
し
む
べ
き
こ
と
、
叉
、
御
役
入
方
見

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
於
け
ろ
藝
團
の
組
織
と
そ
の
統
剃

廻
の
飾
無
禮
の
こ
と
無
き
や
う
注
意
す
べ
き
こ
と
等
を
置
け
た
る

後
、　

説
教
座
芝
居
者
不
及
申
上
、
其
外
罷
工
道
祭
文
座
之
外
、
紛
敷

　
興
行
一
切
仕
問
敷
候
、
若
同
座
之
内
、
心
得
違
致
シ
、
外
戴
竃
似

　
寄
候
事
共
仕
石
畳
、
達
御
漏
善
心
ハ
、
御
免
許
御
取
放
濫
上
、

　
…
同
罪
如
何
様
と
嬉
山
籠
仰
付
候

と
の
｝
項
を
掲
ぴ
、
最
後
に
、
例
に
よ
っ
て
、
本
祉
の
工
事
直
焼

は
必
ず
奉
仕
致
す
べ
き
こ
と
を
誓
っ
て
み
る
。
而
し
て
、
そ
の
奥

に
，
右
座
中
頭
取
と
し
て
、
村
越
勇
助
以
下
十
七
名
が
之
に
連
署

加
判
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
次
に
、
こ
れ
等
の
設
教
座
組
を
取
締
る
機
關
が
、
別
に

叉
置
か
れ
て
み
た
。
そ
れ
が
説
教
取
締
所
で
あ
る
。
こ
の
設
敏
取

締
所
の
組
織
に
就
い
て
は
併
し
不
明
の
馳
あ
り
、
恐
ら
く
中
央
機

關
と
し
て
存
在
し
て
み
た
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
倫
そ
れ

に
は
叉
、
「
下
唇
取
締
方
」
な
る
も
の
も
あ
っ
て
、
之
が
方
面
を
分

っ
て
、
そ
の
地
限
り
の
取
締
に
二
っ
て
る
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
例
へ
ば
、
前
記
の
安
政
五
年
正
月
の
座
組
よ
り
の
講
書

の
如
き
は
、
設
教
御
取
締
所
御
役
人
中
様
と
宛
書
さ
れ
て
み
て
、

　
　
　
　
　
　
第
ご
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
七
七
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江
月
暗
代
に
於
け
る
藝
園
の
組
畿
と
そ
の
統
捌

そ
の
實
、
大
阪
向
寄
取
締
方
と
し
て
保
管
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ

る
。

四
、
藝
團
の
組
織
、
そ
の
二
一
座
組
興
行

　
か
く
の
妬
く
し
て
、
人
が
揃
ひ
、
座
組
が
出
塁
、
別
に
叉
、
取

締
機
關
か
成
っ
た
。
然
ら
ば
次
に
、
興
行
を
な
さ
む
と
す
る
揚
合

は
如
穆
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
（
剛
）
　
己
に
座
組
を
爲
し
た
も
の
が
、
こ
こ
に
興
行
を
な
さ
む

と
す
る
と
き
は
、
別
に
叉
手
す
、
本
癒
の
発
許
を
導
く
る
を
要
し

た
。
此
の
こ
と
は
、
か
の
古
法
掟
に
も
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
叉
、
實
際
に
鋤
行
せ
ら
れ
て
る
た
こ
と
は
、
「
設
教
座

芝
居
名
代
競
末
流
免
許
拍
」
に
明
徴
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
例

へ
ば
天
満
天
神
耽
地
限
・
高
津
宮
適
地
限
の
如
く
、
必
ず
そ
の
地
を

限
っ
て
、
発
許
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
、
其
の
地
を
限
っ

た
の
は
、
一
は
取
締
上
の
便
宜
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
思

ふ
に
、
課
役
等
の
如
き
維
濟
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
か
と
推
せ

ち
れ
る
ゆ

（
二
）
次
に
、
櫓
を
暴
け
て
歌
舞
を
興
行
し
得
る
も
の
は
、
名

　
　
　
　
　
　
第
こ
十
二
巻
　
第
｝
號
　
　
　
｝
七
口

代
琵
駄
を
有
す
る
も
の
に
限
ち
れ
る
。
名
代
の
者
と
錐
も
、
そ
の

地
の
領
主
地
頭
等
の
認
可
を
受
く
る
に
あ
ら
ざ
れ
に
、
勿
論
興
行

は
禺
來
な
い
。
故
に
、
座
紐
を
爲
し
興
行
を
な
さ
む
と
す
る
場
合

に
は
、
ま
つ
名
代
を
定
め
、
こ
れ
が
発
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
名
代
は
そ
の
一
難
の
統
領
で
あ
る
。
從
っ
て
叉
、
そ
の
直

接
の
責
任
者
で
も
あ
る
。
名
代
の
発
許
は
勿
論
蝉
丸
宮
よ
り
響
く

る
も
の
で
あ
っ
て
、
免
駄
の
書
式
左
の
通
り
。

　
　
　
關
清
水
蝉
丸
宮
宋
流

　
　
　
　
説
教
難
語
　
名
代
清
水
吉
次

　
　
　
右
、
於
御
鷺
宮
肚
地
響
、
芝
居
座
組
名
代
、
任
先
規
之
例
、

　
　
　
発
許
三
野

　
　
　
　
安
政
四
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
蝿
丸
宮
別
仕
所
　
（
印
）

　
芝
居
名
代
の
免
許
の
願
書
は
、
刷
當
所
に
宛
て
」
本
人
よ
り
提

幽
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
願
書
に
は
、
論
教
取
締
方
惣
代
の
加

判
が
添
へ
ら
れ
て
る
る
。
幸
ひ
に
、
願
の
趣
が
聞
届
け
ら
れ
、
名

代
額
の
下
附
せ
ら
れ
る
時
に
は
、
改
め
て
請
書
を
捧
げ
る
。
翻
ち

左
の
如
く
で
あ
る
。

（17Sノ



　
御
　
請
　
嘗

一、

苺
U
詰
設
教
座
名
代
御
惚

右
、
介
青
煮
書
下
被
爲
成
下
、
幟
二
御
預
リ
申
上
候
、
然
ル
上

指
大
切
相
守
護
可
仕
候
、
二
叉
、
　
萬
噌
出
火
等
之
僚
者
、

第
＝
取
退
、
卒
爾
無
之
黒
黒
溢
泌
、
　
依
而
御
請
書
奉
差

上
候
所
如
件

　
安
政
四
年
巳
十
二
月
　
　
　
御
達
就
名
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
　
吉
次
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謹
入
　
河
野
竹
藏
印

　
御
別
項
所

　
　
　
御
役
人
中
様

　
鋼
乱
行
は
そ
の
度
侮
に
、
名
代
よ
り
願
翫
づ
べ
き
も
の
で
あ
り
、

・
て
の
願
受
口
に
は
、
興
行
姻
切
所
た
る
、
例
へ
ば
富
…
地
の
揚
ム
”
に
は
晶
共

蓋
の
胤
務
瀞
主
肚
家
総
代
等
が
、
こ
れ
に
奥
印
し
て
如
法
に
取
締

方
の
趣
旨
に
添
ふ
べ
く
、
自
然
興
行
人
と
棚
合
ふ
て
紛
は
し
き
取

計
ら
ひ
を
黙
し
、
又
は
如
何
は
し
き
筋
を
承
知
し
な
が
ら
放
任
す

る
が
如
き
こ
と
無
き
を
誓
約
し
て
み
る
．
の
で
あ
る
。

　
名
代
と
は
抑
々
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
藪
で
改
め
て
こ
胃

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
於
σ
る
藝
測
の
紐
織
と
そ
の
統
制

し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
名
代
の
語
を
聞
い
て
直
ち
に
蓮
乱
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
も
演

藝
界
に
於
い
て
用
ひ
ら
れ
て
る
る
名
題
で
あ
る
。
名
題
は
、
云
ふ

ま
で
も
無
く
、
演
技
の
士
に
輿
へ
ら
れ
繋
る
一
種
の
格
で
あ
っ

て
、
身
分
な
り
鼓
鰯
な
り
の
優
越
を
示
す
。
云
は
ば
一
の
稔
號
で

あ
る
。
こ
こ
に
云
ふ
名
代
は
、
そ
れ
と
稽
呼
が
粗
通
じ
、
文
字
も

亦
似
通
っ
て
み
る
熱
り
で
無
く
、
事
麿
そ
の
性
質
に
於
い
て
も
同

様
か
と
見
ら
れ
る
節
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
前
掲
の
名
．

代
免
許
歌
に
就
い
て
見
て
も
、
芝
居
座
組
名
代
を
免
許
す
る
に
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

つ
て
特
に
、
名
代
清
水
吉
次
と
噺
っ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、
（

留
書
の
類
に
も
「
尤
、
名
代
と
相
成
鰻
飯
考
、
其
者
之
株
に
竜
三
間
、

急
度
致
九
る
冥
加
詩
話
候
様
」
云
々
、
な
ど
と
見
え
て
み
て
、
こ

こ
に
云
ふ
株
な
る
文
字
は
、
俗
に
い
ふ
「
お
株
を
取
ら
れ
九
」
な

ど
の
株
に
等
し
く
、
云
は
ば
、
そ
の
人
の
看
板
で
あ
る
と
解
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
夏
に
槍
賞
し
て
見
る
と
、
斯
く
の
如
く
解
し
た

の
み
で
は
諒
解
し
難
い
場
合
が
辛
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
之
は
や

は
の
、
そ
の
反
面
に
於
い
て
は
．
右
寄
と
し
て
俗
界
と
の
交
渉
に

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
…
號
　
　
一
七
九



　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
於
け
ろ
藝
醐
の
組
織
と
そ
の
就
湖

理
り
、
そ
の
一
座
の
代
表
者
た
る
の
地
位
に
立
つ
も
の
と
解
し
度

い
。
現
に
、
前
記
の
名
代
清
水
吉
次
な
る
も
の
に
就
い
て
も
、
肚

記
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
左
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
一
、
御
忌
耽
名
代
　
　
　
　
　
　
　
清
水
　
吉
次

　
二
者
御
役
所
組
同
心
之
尊
報
、
定
詰
衆
頭
分
元
〆
二
御
座
候
、
卯

　
年
額
病
者
手
績
ヲ
琢
、
　
無
力
堀
江
内
談
、
　
誉
者
折
を
見
合
セ
、
市

　
中
或
ハ
舟
行
杯
ト
乗
掛
ヶ
、
席
三
等
二
而
度
度
付
合
、
色
々
道
付
致

　
シ
候
上
，
咄
シ
頼
込
候
事
・
膏
、
無
縁
ヲ
以
、
叢
シ
候
事
終
座
候

　
而
し
て
、
彼
は
叉
、
「
大
阪
内
前
野
町
二
丁
目
、
明
石
屋
又
三
郎

貸
屋
、
清
水
吉
次
」
と
も
記
さ
れ
て
み
る
者
で
あ
っ
て
、
彼
は
決

し
て
技
藝
の
士
で
は
無
い
。
（
尤
も
、
明
か
な
演
技
の
徒
で
も
、
例

へ」

ﾎ
、
岡
本
美
根
太
夫
な
る
も
の
は
，
そ
の
實
、
大
阪
難
汲
土
橋
、

伊
セ
屋
彌
左
脚
門
貸
屋
、
梶
川
啓
次
郎
事
、
と
記
さ
れ
て
詣
り
、

叉
、
美
津
太
夫
と
醸
す
る
春
も
、
實
は
、
同
日
本
橋
拭
丁
践
、
明

石
や
利
兵
衛
貸
屋
、
美
濃
や
長
藏
事
岡
本
美
根
太
夫
な
の
で
あ
る

か
ら
，
彼
清
水
吉
次
に
就
い
て
も
、
備
穿
饗
す
れ
ば
、
藝
俗
爾
界

に
爾
撰
し
て
一
人
二
役
を
演
じ
て
み
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
。

　
禽
、
こ
の
清
水
吉
次
を
名
代
と
す
る
、
此
の
度
の
御
寝
赴
一
座

　
　
　
　
　
　
箪
二
十
二
巻
第
一
號
　
　
一
八
○

を
検
す
る
に
、
演
技
の
徒
即
ち
役
者
は
す
べ
て
十
｝
人
で
あ
っ
た
。

試
み
に
そ
の
名
を
記
す
。

　
　
御
露
祉
役
者
一
組

　
　
　
布
川
　
玉
響
　
　
三
升
由
三
郎
　
　
嵐
　
芳
三
郎

　
　
　
中
村
富
之
丞
　
　
中
村
松
之
助
　
　
中
村
政
之
助

　
　
　
嵐
　
榮
次
郎
　
　
市
川
松
三
郎
　
　
市
川
欝
美
松

　
　
　
市
川
　
米
次
　
　
頭
取
　
尾
上
　
測
線

こ
れ
等
十
｝
人
の
徒
は
所
謂
芝
居
小
屋
役
者
で
あ
っ
て
、
就
れ
も

安
政
五
年
三
月
に
平
面
宮
よ
り
、
同
宮
末
流
の
論
敏
者
た
る
発
許

を
頂
戴
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
読
癖
芝
居
を
興
行
す
る
場
合
、
建
物
は
臨
時
の
小
屋
掛
と
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
自
然
柱
も
掘
込
と
な
し
縄
が
ら
み
に
仕
立
つ
べ

き
で
、
常
設
芝
居
小
屋
に
紛
れ
ざ
る
や
う
、
こ
の
黙
特
に
注
意
を

要
し
た
。
論
冠
者
は
既
記
の
如
く
、
十
三
歳
以
下
の
者
に
限
ら
れ
、

そ
れ
よ
り
年
長
者
は
唱
入
も
差
加
ふ
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
。
且

叉
衣
類
は
木
綿
を
用
ふ
べ
く
、
い
か
が
は
し
き
狂
雷
は
勿
論
禁
制

で
あ
る
。
操
座
・
浮
ル
リ
興
行
の
義
も
亦
、
こ
れ
に
准
じ
て
進
退

す
べ
く
取
締
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

（lse）



　
詮
教
芝
居
は
、
畢
覚
は
當
座
の
見
世
も
の
に
見
ぎ
無
い
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
、
庶
民
の
娯
従
量
關
と
し
て
は
相
當
な
入
氣
を

博
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
、
例
へ
ば
、
正
徳
三
年
の
候
に
は
、

京
都
に
日
暮
八
太
夫
な
る
忍
業
鴬
語
の
座
組
あ
り
、
こ
れ
が
、
聖

地
の
寺
猷
境
内
に
於
い
て
一
ケ
年
に
三
十
日
宛
三
度
興
行
し
た
と

の
記
録
も
あ
り
、
寛
政
＋
年
に
は
大
阪
南
堀
江
町
の
読
贋
者
清
水

金
太
夫
な
る
も
の
が
、
そ
の
地
の
三
肚
境
内
に
於
け
る
興
行
を
願

翫
で
る
に
當
っ
て
、
此
の
光
例
を
引
き
、
＋
ニ
ケ
月
共
興
行
致
し

度
く
、
何
卒
そ
れ
を
許
さ
れ
る
や
う
に
願
寓
て
、
発
許
を
得
て
み

る
事
實
も
あ
る
。

五
、
藝
團
の
統
制
と
そ
の
實
績

　
い
ま
面
繋
側
よ
り
見
て
、
こ
れ
露
営
團
に
面
し
て
望
む
と
こ
ろ

の
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
物
質
的
の
利
盆
に
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ

る
。
全
部
と
は
云
は
す
と
も
、
少
く
と
も
そ
れ
が
最
重
要
事
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
は
、
諸
般
の
掟
書
よ
り
し
て
、
叉
彼
等
か
ら
の
請

書
の
示
す
内
容
よ
り
し
て
推
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
へ

ば
、
か
の
古
法
掟
を
見
て
も
、
全
＋
六
條
の
内
、
課
役
禮
物
に
瀾

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
於
け
ろ
藝
醐
の
組
織
と
そ
の
統
制

す
る
明
白
な
規
定
が
四
ケ
條
程
あ
り
、
そ
の
外
、
物
質
的
利
雪
に

直
接
關
係
あ
り
と
認
む
べ
き
條
項
が
、
残
り
の
大
傘
を
占
め
て
み

る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
、
細
道
に
精
進
す
べ
く
素
雪
の
言
葉
は

殆
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
み
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
む
し
ろ
現
金
に

過
ぎ
は
し
ま
い
か
と
思
は
れ
る
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
然
ら
ば
、
求
む
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
利
器
に
は
如
何
な
る
も
の

が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
い
ま
之
を
安
政
年
度
の
記
録
に
徴
す
れ

ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
発
許
料
　
但
、
名
代
大
夫
號
之
者
へ
定
置

　
　
一
、
金
百
疋
　
　
　
　
但
、
糧
目
切
替
之
節
同
者
吉
事

　
　
一
、
紬
岬
役
料
六
百
【
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
々
五
月
仕
四
日
登
山
之
節
上
納

　
　
一
、
燈
明
料
三
百
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
事

　
　
　
　
発
寒
料
　
但
、
役
者
並
弟
7
丁
八
万
ツ
』
者
へ
定
購
直

　
　
一
、
銀
堂
爾
　
　
　
　
但
、
糎
臼
切
替
之
節
同
断
民
事

　
　
一
、
燈
明
料
三
百
文
　
年
々
五
月
世
四
日
荒
事
迄
二
選
寄
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
締
所
へ
持
参
事
事

　
凡
そ
右
の
如
き
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
紳
肚
に
果

し
て
、
此
等
の
藝
團
を
統
御
す
る
だ
け
の
力
が
あ
り
、
侃
っ
て
嶽

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
第
一
號
　
　
一
八
「
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江
戸
麻
代
に
於
け
る
藝
醐
の
組
織
と
そ
の
統
制

っ
て
．
口
指
す
と
こ
ろ
の
利
盆
を
充
分
に
畢
け
得
た
か
否
か
に
あ

る
。　

成
る
程
、
中
に
は
、
紳
威
よ
く
輝
き
此
等
諸
藝
の
徒
の
心
服
を

託
ち
得
て
み
た
實
例
。
か
あ
．
る
。
　
一
例
を
舞
ぐ
れ
ば
、
文
化
九
年
六

月
の
讃
岐
國
植
田
村
熱
熱
者
膝
井
愛
太
夫
の
願
書
の
如
き
そ
の
好

例
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
れ
ば
、
此
年
四
月
同
入
の
土
窯
の
者
二
人

が
長
州
長
門
嶋
へ
稼
業
に
出
向
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
諸
訳
で
悪

者
に
附
け
ら
れ
、
色
々
無
理
難
題
を
申
懸
け
ら
れ
て
困
惑
の
折
柄
、

愛
太
夫
が
本
就
の
中
毒
を
持
参
し
て
彼
地
に
渡
り
、
代
官
所
に
懸

合
っ
た
と
こ
ろ
、
早
速
将
明
き
、
悪
者
か
ら
は
詑
歌
の
一
札
を
得
、

斯
く
し
て
彼
等
は
從
前
通
の
商
頁
が
出
來
る
や
う
に
な
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
爾
來
「
殊
旧
物
教
訓
粗
成
」
り
、
か
へ
っ
て
結
果
が
よ

ろ
し
か
っ
た
。
こ
れ
全
く
「
御
本
由
様
之
御
影
ヲ
以
、
丸
勝
仕
候
」

こ
と
に
し
て
、
彼
愛
太
夫
は
顧
る
飯
椀
潟
仰
の
意
を
致
し
て
み
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
け
て
、
蝉
丸
宮
の
大
小
の
御
守
札
四
＋

五
枚
の
下
血
を
同
励
へ
懇
望
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
翻
し
て
又
、

こ
の
愛
太
夫
は
、
年
々
の
諜
役
等
を
怠
り
な
く
完
納
し
來
つ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
、
同
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
軍

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
｝
八
二

に
彼
の
み
な
ら
す
、
そ
の
多
罪
氏
子
中
な
ど
も
、
實
直
に
蝉
丸
宮

に
奉
仕
し
て
み
た
有
様
は
、
本
書
に
窺
は
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
右
の
如
き
は
そ
の
一
例
に
過
ぎ
す
、
尚
延
享
二
年
の
「
歳
中
請

挑
調
帳
」
に
就
い
て
見
て
も
、
適
時
諸
國
散
在
の
説
教
者
か
ら
粗

雁
…
な
奉
納
金
の
あ
っ
た
こ
と
が
實
謹
撰
ら
れ
る
，

　
そ
の
外
、
祉
藏
の
．
文
書
類
に
徴
し
て
見
る
に
、
寛
政
六
年
三
月

の
交
、
京
都
奉
行
所
か
ら
蝉
丸
幅
融
緒
の
設
教
者
流
発
許
之
次
第

等
を
尋
ね
ら
れ
て
，
之
を
病
患
て
居
り
、
翌
七
年
十
一
月
に
も
重

ね
て
御
尋
ね
が
あ
っ
た
に
付
け
て
委
細
上
申
し
、
且
つ
諸
國
散
在

の
説
教
者
共
を
取
調
べ
、
こ
れ
等
調
査
濟
の
一
々
の
分
を
書
上
け
、

層
出
た
と
の
記
事
も
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
見
れ
ば
、
此
の
當
時
に
あ

っ
て
も
、
或
る
程
度
ま
で
続
制
が
保
た
れ
て
み
た
こ
と
だ
け
は
確

實
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
同
じ
図
師
ち
寛
政
十
年
に
、
大
阪
表

に
雀
っ
て
芝
居
座
組
免
歌
を
請
け
て
み
た
者
が
、
「
旦
中
絶
し
て

み
た
座
組
の
興
行
を
、
こ
の
時
重
ね
て
願
立
つ
た
に
付
い
て
、

寺
門
か
ら
も
願
書
を
造
は
さ
れ
て
、
そ
れ
が
興
行
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
や
、
夏
に
叉
當
時
、
京
都
に
居
る
論
意
名
代
の
者

は
素
よ
り
、
市
費
の
座
下
名
代
の
者
共
で
も
、
當
時
鐸
七
宮
の
免

（C　ISLI．　）



駄
を
講
け
、
退
韓
無
く
紳
祭
三
等
も
勤
め
て
居
り
、
夫
々
蓮
綿
興

行
し
て
み
た
こ
と
の
記
事
も
見
え
て
み
る
。

　
斯
く
の
如
く
、
叫
颪
に
於
い
て
は
、
確
か
に
或
る
程
度
の
統
制

は
つ
い
て
み
た
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
蝉
丸
宮
も
依
然
と
し

て
今
日
ま
で
趾
頭
の
輝
き
を
保
持
し
來
つ
九
の
で
は
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
之
を
全
般
的
に
見
る
と
き
は
、
事
は
然
か
く
七
重
有
敷

に
の
み
蓮
ば
れ
て
み
た
わ
け
で
は
無
く
、
妾
、
の
書
面
に
は
可
な
り

統
翻
難
を
榔
た
し
む
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
推
せ
ら
れ
る
節
も

あ
る
の
で
あ
る
が
、
實
は
、
こ
の
黙
を
跡
附
け
て
行
く
に
は
洵
に

史
料
の
不
足
を
歎
ず
る
の
外
は
無
い
の
で
、
私
は
此
の
不
備
を
他

日
に
保
留
し
て
置
き
度
い
と
思
ふ
。
　
　
　
　
t

幽ハ

@
音
曲
諸
藝
の
徒
と
そ
の
胤
會
的
地
位

　
踏
査
宮
に
付
鼻
す
る
此
等
諸
藝
の
徒
が
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ

て
み
た
の
は
一
の
特
擁
で
あ
っ
た
。
但
し
、
苗
宇
を
名
乗
り
刀
を

帯
し
得
る
の
は
、
そ
の
職
分
に
の
み
蹄
騰
す
る
。
例
せ
ば
、
文
政

四
年
八
月
三
井
寺
政
所
よ
り
の
届
書
に
、
讃
州
植
田
村
の
設
悪
者

唯
右
衛
門
な
る
も
の
の
身
上
に
就
い
て

　
　
　
　
　
江
戸
噂
代
に
於
け
る
藝
圃
の
組
織
と
そ
の
統
鋤

　
尤
、
右
二
者
呂
州
表
エ
お
み
て
も
、
素
性
常
艦
之
百
姓
共
と
同

様
之
者
工
御
座
候
得
意
、
守
役
二
當
表
。
蝿
丸
宮
江
罷
登
候
節
、
叉

　
者
、
諸
國
江
合
意
賞
弘
昌
耳
順
候
飾
ハ
、
職
艦
直
付
、
市
字
を
も

愚
息
名
乗
候
得
共
、
畢
賢
ハ
常
盤
百
姓
之
儀
・
緬
座
候
得
養
、
云

　
々

と
蓮
べ
て
居
り
、
又
、
讃
州
仁
尾
村
の
近
藤
孫
四
郎
等
が
、
文
政

五
年
七
月
組
内
脳
守
兵
侍
下
司
職
の
発
電
を
得
、
絵
符
・
挑
灯
を

頂
戴
し
た
に
就
い
て
の
請
書
に
も

　
尤
、
御
製
特
御
挑
灯
並
希
田
字
帯
刀
共
、
御
當
由
御
用
向
而
已

　
二
限
リ
、
御
地
頭
檬
智
勇
外
画
茂
一
切
溜
　
粗
用
ひ
申
問
敷
様
被

　
□
附
、
御
尤
至
極
二
奉
畏
候
、
云
々

と
記
さ
て
る
る
と
こ
ろ
よ
り
見
れ
ば
、
大
回
に
於
い
て
は
、
結
局

蝉
丸
宮
内
に
限
ら
れ
て
ゐ
九
や
う
で
あ
る
。
彼
等
も
、
時
と
し
て
、

此
の
特
構
を
利
用
し
胤
用
し
て
、
　
↓
般
の
肚
會
に
及
ぼ
さ
ん
と
し

た
か
の
や
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
世
間
に
於
い
て
は
、
や
は
り

そ
れ
だ
け
の
待
遇
を
，
此
等
の
徒
に
は
輿
へ
て
る
な
か
っ
た
や
う

で
あ
．
る
。

　
當
時
、
蝉
丸
宮
に
於
い
て
、
こ
れ
等
読
敏
者
は
断
じ
て
不
浮
な

　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
…
號
　
　
…
入
三

（IS3）



　
　
　
　
　
江
戸
晴
代
に
於
け
る
藝
團
の
組
織
と
そ
の
統
翻

も
の
で
は
な
い
と
、
、
此
の
鮎
極
力
黒
石
し
て
み
る
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
に
湘
蓮
は
あ
る
ま
い
と
、
私
も
辮
凝
し
て
や
り
繁
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
中
に
は
、
元
畜
に
於
い
て
平
時
川
場
に
清
浮
と

は
目
せ
ら
れ
な
か
っ
た
一
種
の
職
務
に
從
増
し
て
み
る
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
否
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ

ば
、
費
暦
十
三
年
十
月
近
松
寺
役
人
よ
り
江
州
野
田
村
へ
の
掛
合

の
霊
歌
に
、
同
村
の
丈
右
衙
門
な
る
も
の
は
詮
教
書
家
筋
記
者
に

紛
雲
助
こ
と
を
認
灯
し
、
且
つ
、
同
人
は
こ
れ
迄
家
職
渡
世
と
し

て
、
耕
作
を
な
す
外
に
、
「
村
方
死
入
等
有
之
時
分
ハ
群
言
等
仕
」

由
の
、
本
人
の
申
立
を
記
し
た
爲
に
、
斯
か
る
こ
と
は
新
教
覧
た

る
の
職
義
に
反
す
る
こ
と
故
、
「
右
膿
機
敷
不
浮
之
冠
婚
勤
候
義
ハ

急
度
相
戦
記
由
T
」
巳
日
・
ぞ
戸
田
入
へ
申
渡
す
と
亀
岡
時
に
、
村
方
よ
り
も
、

さ
様
の
義
を
申
付
ら
れ
ぬ
や
う
、
庄
屋
よ
り
一
統
へ
申
渡
さ
れ
度

さ
旨
を
申
入
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
爾
、
聖
書
に
於
い
て
特
に
，

説
教
者
は
近
江
國
以
外
、
信
州
・
勢
州
・
尾
州
・
濃
州
な
ど
に
も
多

勢
居
る
の
で
あ
る
が
、
払
腰
の
不
浄
等
取
扱
ふ
も
の
は
曾
て
無
い

こ
と
を
、
入
念
に
断
っ
て
る
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
蠣
て

そ
の
反
面
に
於
い
て
、
當
時
世
入
が
如
何
な
る
眼
を
以
っ
て
説
敏

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
入
四

者
及
び
そ
の
家
筋
の
者
を
見
て
み
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
樋
管
、
此
の
種
の
こ
と
が
原
因
し
て
礁
や
か
な
問
題
を
惹
起
し

た
例
も
無
い
で
は
な
い
。
帥
ち
、
享
保
元
年
に
四
月
よ
り
八
月
の

候
に
も
及
ん
で
、
津
山
愚
論
戸
村
に
於
い
て
、
隣
接
の
大
久
保
村

に
居
住
し
て
み
る
機
多
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
設
教
者
と
の
間
に
口

論
の
こ
と
あ
り
、
「
親
教
者
。
弾
琴
の
．
一
と
之
義
長
長
多
同
様
之
筋
目
輿

申
、
悪
口
雑
言
」
し
た
纂
句
が
、
設
尊
者
達
よ
り
同
村
大
庄
屋
並

に
大
久
保
村
庄
屋
に
宛
て
て
四
七
を
以
っ
て
願
畠
た
そ
の
意
趣
は

「
村
方
宋
々
之
者
共
、
機
多
同
様
昌
回
心
藩
候
醐
ハ
親
濡
者
身
分
相

立
番
申
、
且
亦
、
蝉
丸
干
御
名
荒
磯
・
竃
相
成
、
御
呼
慮
三
冠
恐
多
」

い
た
め
で
あ
っ
た
。
之
に
就
い
て
は
爾
村
當
事
者
に
於
い
て
、
極
・

力
内
濟
に
せ
し
め
や
う
と
努
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
論
撰
者
側
に

於
い
て
は
、
相
手
方
よ
り
の
口
頭
を
以
っ
て
の
陳
謝
に
は
満
足
せ

す
、
是
非
書
面
を
撃
っ
て
す
べ
く
，
且
つ
そ
れ
に
は
今
後
の
揚
合

二
七
を
も
相
定
む
べ
き
旨
を
張
硬
に
主
張
し
て
譲
ら
な
い
た
め

に
、
途
に
破
談
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
以
っ
て
、
當

時
の
送
人
化
し
つ
つ
あ
る
境
地
を
窺
ふ
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
、
此

の
時
紳
戸
村
よ
り
三
井
寺
近
松
寺
へ
の
回
答
に
は
、
津
山
領
内
に

（　IS4　）



於
い
て
は
、
説
教
者
に
瀕
し
て
機
多
同
様
之
取
扱
は
致
さ
す
、
勿

論
前
々
よ
り
村
方
取
扱
宿
り
の
ま
ま
に
相
帯
し
て
居
る
こ
と
を
特

に
噺
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
右
寄
に
、
更
に
一
二
の
實
例
を
果
け
て
、
こ
の
馳
帥
ち
一
般
肚

會
と
こ
れ
等
難
藝
の
士
と
の
關
係
を
た
つ
ね
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
文
政
二
年
九
月
讃
学
齢
尾
村
の
総
本
太
夫
組
の
者
よ
り
蓮
署
し

て
願
出
た
願
書
に
よ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
翻
ち
、
自
分
達
は

古
よ
り
許
さ
れ
て
設
敏
職
を
勤
め
來
つ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る

に
、
近
影
設
敏
歌
舞
伎
芝
居
。
か
大
阪
表
に
於
い
て
盛
ん
に
興
行
せ

ら
れ
て
る
る
が
、
何
分
に
も
土
地
柄
と
て
、
此
慮
へ
は
諸
得
人
が

入
込
ん
で
居
り
、
そ
れ
等
の
者
は
、
こ
の
詮
敏
の
額
看
板
を
よ
く

見
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
之
が
自
分
蓬
に
頗
る
好
ま
し
か

ら
ぬ
影
響
を
興
へ
る
と
い
ふ
の
は
、
元
來
自
分
達
は
巡
國
頁
藥
渡

世
致
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
看
板
を
見
た
三
富
が
申
興

れ
て
「
藥
屋
共
義
暫
読
教
者
需
芝
居
役
者
同
檬
客
受
」
と
，
世
上

一
統
に
申
唱
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
は
、
自
分
達
の
得
意
先
も

央
ひ
、
追
々
と
渡
世
も
手
諄
く
な
る
や
う
に
な
る
。
且
叉
、
自
分

達
は
養
護
に
在
っ
て
は
百
姓
を
致
し
て
居
る
も
の
で
あ
り
、
日
雇

　
　
　
　
　
江
戸
噂
代
に
於
け
る
三
権
の
紐
畿
と
そ
の
統
制

や
噸
町
鳶
季
の
奉
公
人
な
ど
を
も
召
抱
へ
て
る
る
身
分
で
あ
る

が
、
右
の
や
う
な
風
説
が
籏
ま
っ
て
は
、
奉
公
入
は
勿
論
日
雇
か

せ
ぎ
の
者
さ
へ
來
な
く
な
る
惧
れ
が
あ
る
。
云
々
i
こ
れ
は
、

世
入
が
臨
時
説
敏
者
を
如
何
に
遇
し
た
か
の
量
子
と
な
る
と
思

ふ
。
凡
そ
江
戸
時
代
に
於
い
て
、
勲
等
の
徒
が
、
例
へ
ば
河
原
も

の
な
ど
と
賎
し
め
ら
れ
て
み
た
こ
と
は
今
更
ら
し
く
云
ふ
を
要
せ

ぬ
こ
と
で
あ
る
。
關
清
水
大
明
寒
湿
書
志
之
御
末
流
と
誇
幽
す
る

此
等
音
曲
諸
藝
道
の
徒
と
難
も
、
亦
そ
の
御
多
聞
に
漏
れ
す
、
噛

般
肚
會
か
ら
蔑
観
せ
ら
れ
て
る
た
こ
と
は
、
是
非
も
無
い
次
第
と

云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
私
は
薙
に
、
更
に
他
の
一
例
を
驚
け
度
い
。
そ
れ
は
、
文
政
四

年
八
月
説
教
者
高
山
善
右
衛
門
な
る
も
の
か
ら
御
本
山
即
ち
忌
垣

宮
へ
差
出
し
た
願
書
の
一
で
あ
っ
て
、
彼
唯
右
衛
門
に
就
い
て
は
、

饗
き
に
一
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
此
の
丈
面
に
よ
っ
て

窺
は
る
る
と
こ
ろ
は
凡
そ
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
讃
州
歌
登
領
の
植
田
村
藤
井
愛
太
夫
な
る
説
教
座
組
内
の
高
山

唯
右
衛
門
な
る
も
の
が
、
文
政
四
年
八
月
の
頃
は
備
後
五
日
市
町

に
在
り
、
當
除
此
地
に
引
越
し
て
已
に
居
る
こ
と
八
年
の
久
し
き

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
第
一
號
　
　
一
八
五
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江
戸
時
代
に
於
け
る
藝
醐
の
級
織
と
そ
の
統
鋼

に
及
び
、
名
も
島
屋
利
八
と
改
め
て
合
藥
商
賞
を
螢
ん
で
み
た
の

で
あ
っ
た
が
、
「
叢
説
教
職
之
者
義
省
何
歎
機
敷
筋
合
之
も
の
」
と

心
得
ら
れ
て
、
深
め
に
「
世
詐
離
々
」
た
る
も
の
あ
り
、
「
自
然
人

情
筑
相
洩
」
れ
、
歎
き
暮
し
て
來
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
此
の

節
起
な
っ
て
は
「
彌
以
、
筋
合
糺
し
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
心
得
ら

れ
て
、
得
意
先
も
段
々
と
減
少
す
る
や
う
に
な
り
、
「
渡
世
成
り
難

く
必
至
難
澁
」
致
す
ま
で
に
立
至
っ
た
。
脅
っ
て
思
案
の
暴
句
、

藪
に
蝉
二
宮
に
願
患
で
た
わ
け
で
あ
る
が
、
何
卒
「
御
當
山
御
威

光
ヲ
以
、
役
所
表
宗
門
帳
へ
差
加
へ
」
ら
れ
、
永
住
居
・
居
商
賞
の

出
干
る
や
う
に
、
御
本
田
の
御
添
景
に
て
も
附
せ
ら
れ
周
く
、
何

分
に
も
宜
敷
御
願
申
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
蝉
丸
宮
に
於
い
て

は
、
早
速
同
書
の
希
整
を
容
れ
て
、
領
主
藝
州
侯
陣
屋
へ
宛
て
て
身

分
謹
明
書
を
出
し
た
。
麟
ち
、
右
は
蒸
留
宮
由
緒
あ
る
も
の
に
て
、

當
表
よ
り
諸
國
合
藥
責
弘
之
発
歌
を
も
差
鐙
は
さ
れ
て
み
る
も
の

で
あ
り
，
何
等
別
條
無
き
者
で
あ
る
か
ら
、
其
地
佐
居
願
之
儀
は
、

無
御
別
條
、
御
聞
濟
下
さ
れ
、
人
別
宗
旨
等
に
御
加
へ
下
さ
る
や

う
、
宜
敷
御
沙
汰
の
稀
を
懇
々
申
入
れ
た
の
で
あ
っ
九
。
然
る
に
、

之
に
封
ず
る
先
方
よ
り
の
返
書
は
極
め
て
素
氣
な
い
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
…
爪
巻
　
第
…
號
　
　
　
∵
八
六

た
。
臼
く
、
楠
帆
、
都
面
他
所
♂
入
居
住
居
之
儀
、
属
領
作
法
遽
リ
茂
有

之
候
得
共
、
差
寄
搬
唯
右
衛
門
入
居
之
儀
指
詐
一
難
致
、
依
而
不
得

止
ヲ
三
富
断
申
候
L
云
々
。
何
す
れ
ば
止
む
を
得
な
い
の
か
、
　
全

く
そ
の
意
を
得
な
い
の
で
あ
．
る
。
一
斯
く
し
て
、
説
教
直
管
右

衛
門
は
依
然
と
し
て
、
馬
射
無
き
世
を
つ
れ
無
く
も
渡
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
畢
）

　
　
四
附
記
M
　
此
の
小
篇
ほ
、
過
ぐ
る
昭
和
四
年
に
、
即
ち
葺
ハ
年
の
九
月

　
廿
」
日
、
京
都
帝
大
の
史
學
研
究
會
の
例
會
に
於
い
て
、
。
同
じ
演
題
の

　
下
に
試
み
糞
講
演
の
草
案
奄
、
昭
和
ナ
年
七
月
に
至
っ
て
能
筆
成
丈
し

　
糞
も
の
で
あ
ろ
が
、
好
意
に
脚
力
規
も
の
あ
る
か
、
こ
の
度
未
定
稿
と

　
し
て
、
獲
表
す
ろ
こ
と
に
し
表
の
で
あ
ろ
。
未
熟
な
る
ま
・
に
之
為
後

　
炎
す
ろ
こ
と
に
回
し
て
匡
、
深
く
大
方
の
士
の
御
宥
恕
な
請
に
ね
ば
な

　
ら
な
い
。
術
又
、
本
篇
の
罫
照
と
な
つ
乳
史
料
の
霧
露
な
三
蓋
ゼ
ら
れ

　
索
滑
ほ
、
京
都
帝
大
の
中
村
翫
勝
助
教
授
で
あ
っ
れ
。
い
ま
此
の
さ
・

　
や
か
な
る
｝
篇
を
公
表
す
る
に
當
っ
て
、
私
ぱ
右
の
次
鑛
に
併
ぜ
て
、

　
こ
れ
が
調
沓
吊
上
、
あ
ら
ゆ
・
る
便
宜
た
與
へ
ら
れ
穴
る
同
融
胱
々
通
三
上

　
泰
弘
氏
の
名
存
掲
げ
写
し
て
、
厚
く
感
紺
の
意
馳
表
す
る
も
の
で
あ
．
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
十
　
年
九
月
識

エ8δ）


