
家
頷
の
嫁
鍍
に
就
い
て
（
上
）

第
二
十
三
讐
　
第
三
號
　
　
脳
四
二

家
領
の
傳
領
に
就
い
て

（
上
）

中
　
村

直
　
勝

　
　
　
　
　
　
　
第
一
、
荘
園
研
究
の
動
向
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
数
年
前
以
來
、
荘
園
の
研
究
は
目
立
っ
て
探
り
上
げ
ら
れ
る
題
目
と
な
っ
て
來
た
の
は
斯
界
の
た
め
に
慶
賀
す
べ
き
で

あ
る
が
、
し
か
も
近
蒋
の
一
つ
の
動
向
は
、
蕪
園
鰯
度
そ
の
も
の
、
研
究
と
い
ふ
よ
り
も
、
蕪
圏
組
織
中
の
下
層
部
の
研

究
に
努
力
が
集
注
さ
れ
た
か
の
や
う
で
、
蕪
属
の
生
活
と
か
、
田
堵
・
下
司
の
如
き
下
級
蕪
吏
の
性
質
と
か
、
貢
物
の
蓮

搬
・
種
類
と
か
、
開
墾
の
糎
賃
と
か
、
言
っ
た
問
題
が
論
述
さ
れ
た
事
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
か
、
る
問
題
が
研
究
の

遇
象
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
事
は
當
然
の
事
に
し
て
敢
て
異
と
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
と
か
く
、
か
、
る
題
目
が
取
扱
は
れ

淀
際
に
起
る
一
つ
の
弊
害
は
、
末
節
細
部
の
事
は
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
大
局
に
注
隠
す
る
事
を
怠
り
、
荘
園

そ
の
も
の
～
行
衛
と
か
、
蕪
園
そ
の
も
の
～
隆
替
と
か
、
を
忘
れ
勝
ち
と
な
る
事
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
悲
し
む
べ
き
事
は

そ
れ
ら
下
面
部
の
研
究
者
は
、
下
暦
部
の
窪
々
は
何
時
も
必
ず
上
騰
部
よ
り
簾
邉
搾
取
せ
ら
れ
つ
～
あ
る
か
の
如
き
観
黙

に
立
ち
勝
ち
と
な
る
事
で
あ
る
。
も
と
よ
り
下
得
心
が
膜
迫
さ
れ
た
場
合
も
絶
無
と
は
欝
は
な
い
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も

（18）



常
に
本
所
領
家
が
搾
取
ば
か
り
を
や
っ
て
居
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
下
級
荘
吏
の
不
正
滞
紡
に
霞
ん
で
居
る
場
合
も
常

に
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
由
來
、
蕪
園
史
研
究
に
際
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
、
其
の
た
め
に
利
用
さ
る
～
史

料
の
所
在
と
、
そ
の
性
質
と
で
あ
る
。
謂
ふ
画
影
は
、
荘
園
研
究
の
た
め
の
史
料
は
、
大
部
分
が
本
所
領
家
側
で
あ
っ
た

貴
族
又
は
憲
政
に
保
存
さ
れ
て
居
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
師
ち
荘
民
又
は
蕪
吏
の
方
か
ら
提
出
し
た
文
書
で
あ
る
が

故
に
、
其
申
に
詑
さ
れ
て
居
る
事
は
、
塵
事
の
言
ひ
分
で
あ
り
、
蕪
吏
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
か
く
彼
等
の
生
活
を

海
際
よ
り
以
上
に
惨
め
に
表
現
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
事
は
、
當
然
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
史
料
は
、
と
か
く
彼
等

下
層
部
が
、
上
騰
部
に
訴
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
彼
等
の
生
計
困
難
と
か
水
早
の
有
…
標
と
か
を
、
誇
張
し
て

表
現
す
る
も
の
で
あ
、
る
、
と
い
ふ
、
此
の
性
質
は
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
齪
ち
荘
園
研
究
に
使
用
さ
る
～
史
料
の
大
部
分
は
革
靴
や
蕪
蜂
に
有
利
な
も
の
ば
か
り
で
、
本
所
領
家
側
か
ら
爽
せ
ら

れ
た
文
書
は
、
本
所
領
家
側
か
ら
蕪
吏
・
蕪
民
の
横
暴
を
戒
飾
し
た
丈
書
は
、
蕪
民
の
手
に
渡
っ
て
居
る
か
ら
、
案
文
で

も
残
し
て
置
か
な
い
限
り
保
存
さ
る
、
事
が
少
い
。
本
所
領
家
の
方
で
市
民
軍
吏
を
優
草
し
た
事
が
多
く
て
も
、
そ
れ
の

材
料
が
残
っ
て
居
な
い
。
た
や
僅
か
に
政
府
の
慮
置
命
令
が
三
代
聯
繋
で
見
ら
れ
る
か
、
或
は
公
卿
の
日
記
の
中
に
］
二

の
場
合
が
記
さ
れ
て
居
る
の
が
兇
出
さ
れ
る
位
で
、
極
め
て
僅
か
の
資
料
し
か
無
く
、
蕪
吏
・
選
民
側
の
そ
れ
に
比
す
れ

ば
九
牛
の
一
毛
で
し
か
な
い
。

　
か
＼
る
性
質
を
有
す
る
一
方
的
な
更
料
か
ら
の
研
究
で
あ
る
が
故
に
、
と
も
す
れ
ば
、
實
相
以
上
に
悲
惨
な
生
活
歌
態

　
　
　
　
家
領
の
傳
領
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
雀
　
第
三
號
　
　
四
闘
三

（　19．　）



　
　
　
　
家
領
の
響
頒
に
就
い
て
（
ヒ
　
需
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
第
三
號
　
　
四
四
四

が
認
識
さ
れ
た
り
、
針
小
棒
大
な
領
家
の
悪
逆
が
傳
へ
ら
れ
た
う
、
荒
唐
で
あ
ら
う
と
思
は
る
、
程
の
本
所
の
横
暴
の
み

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
傳
へ
ら
れ
る
。
更
に
、
下
暦
…
部
を
以
て
被
燃
迫
階
級
な
り
と
す
る
蜀
断
的
先
入
主
の
あ
る
者
に
あ
っ

て
は
、
一
暦
、
さ
う
し
た
一
方
的
な
槻
黙
か
ら
史
料
が
解
繹
さ
れ
取
扱
は
れ
る
の
を
常
と
す
る
。

　
こ
れ
は
薙
園
研
究
の
上
の
一
つ
の
悲
し
い
事
象
で
あ
っ
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
蕪
園
組
織
の
下
墨
部
の
研
究
、
そ
れ
が
不
要
だ
、
と
言
ふ
の
で
は
な
い
事
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
上
履
部
の

方
面
の
研
究
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
例
へ
ば
、
東
大
寺
の
如
き
大
き
な
官
寺
に
於
い
て
、
共
の
寺
領
の
本
所
で

あ
っ
把
ヶ
領
家
で
あ
っ
た
り
、
預
所
で
あ
っ
た
り
、
す
る
の
は
、
そ
の
大
き
な
東
大
寺
と
い
ふ
全
膿
的
な
寺
院
で
は
な
く

其
の
塔
頭
寺
院
が
、
そ
れ
ぐ
幾
つ
か
の
荘
園
を
管
理
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
及
び
、
そ
の
寺
院
と
全
艦
的
な
東

大
寺
と
の
夕
霜
如
何
。
東
大
寺
の
全
膿
的
な
寺
領
管
理
と
油
倉
と
の
醐
係
如
何
。
と
い
ふ
が
如
き
問
題
も
當
然
吟
味
さ
れ

ね
ば
な
ら
冷
し
、
寺
封
と
蕪
園
と
の
關
係
の
如
き
、
ど
う
し
て
も
解
決
を
與
へ
ね
ば
な
ら
諏
問
題
で
あ
ら
う
。
之
を
貴
族

の
方
面
に
於
い
て
見
る
も
、
封
戸
と
私
有
荘
園
と
の
聯
繋
。
家
領
の
傳
領
と
家
族
分
離
の
關
…
係
、
渡
り
領
の
制
度
の
如

き
、
當
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
題
目
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
濾
。
叢
に
専
意
し
た
「
家
領
の
傳
領
」
と
い
ふ
の
も
、
さ
う
し
た
方
面

へ
の
開
拓
を
せ
ん
と
す
る
一
鍬
一
鋤
に
外
な
ら
漁
。

　
　
　
　
　
　
　
第
漏
、
一
家
領
の
嚢
生

（20）



　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
化
改
新
は
公
地
の
大
方
針
に
よ
b
て
至
仁
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
共
の
法
制
を
編
纂
し
た
貴
族
達
が
、
彼

等
の
古
來
か
ら
の
所
有
地
を
悉
く
塗
家
の
所
有
地
と
し
て
返
納
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぜ
う
か
。
大
に
研
究
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
緑
令
の
定
む
る
通
り
に
、
彼
等
は
官
位
に
よ
り
て
藤
を
受
け
、
そ
れ
の
み
で
満
足
し
て
居
っ
た
も
の
で

あ
ら
う
か
、
又
、
大
納
需
以
上
及
三
位
以
上
に
は
食
封
が
厩
熱
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
て
も
在
官
有
位
の
場
合
に
限

っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
人
達
が
解
官
致
仕
し
た
時
に
は
孕
減
す
る
と
い
ふ
規
定
が
、
貸
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
又
功
田
の
如
き
も
上
功
田
以
下
は
翻
る
期
限
を
過
ぐ
れ
ば
盗
癖
さ
れ
る
規
期
で
あ
る
が
、
果
し
て
、
功
田
を
得
た
人
の

子
孫
が
、
期
限
満
了
の
期
に
及
ん
で
、
そ
れ
の
牧
公
を
肯
ん
じ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
そ
れ
ら
の
食
封
に
し
て
も
功
田
に
し
て
も
、
よ
し
や
そ
の
色
歌
は
、
そ
れ
を
一
朝
一
夕
に
し
て
も
、
所
有
支
配
せ
る
入

が
一
種
の
私
有
地
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
大
化
以
前
の
所
々
の
田
追
而
は
子
代
の
民
と
書
は
れ
た
も
の
と

大
し
淀
攣
り
は
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
。

　
か
く
し
て
藤
原
鎌
足
は
封
一
萬
五
千
戸
に
及
ん
だ
と
言
は
れ
、
知
太
政
官
事
の
高
市
皇
子
の
封
は
五
千
戸
に
至
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
恐
ら
く
子
孫
に
傳
領
さ
れ
、
猛
ハ
の
家
の
財
産
の
如
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
趨
勢
は
年
と
共

に
激
甚
に
赴
い
た
に
相
違
な
く
、
藤
原
良
相
の
頃
に
な
る
と
、
封
戸
甚
大
の
た
め
に
國
用
閾
乏
を
逸
し
た
と
の
嘆
聲
を
登

せ
し
め
る
に
到
つ
淀
。

　
　
　
　
家
領
の
傳
頒
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ニ
ナ
三
巷
策
三
號
　
　
凶
四
五



　
　
　
　
｛
親
閲
の
纏
慧
顎
に
「
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
一
十
∴
二
巷
　
押
鮎
號
｝
　
　
賜
闘
慧
ハ

　
神
鮭
寺
院
に
墨
入
せ
ら
れ
淀
封
戸
は
、
ま
た
且
大
な
数
に
等
し
た
。
其
の
初
期
に
あ
っ
て
は
王
臣
勢
家
が
禽
己
の
封
戸

を
施
姦
し
、
後
に
は
天
皇
御
自
身
か
ら
の
封
戸
施
入
も
あ
っ
て
、
漸
次
蒼
黒
は
増
加
す
る
と
共
に
、
其
の
弊
も
亦
輕
少
で

な
か
っ
た
の
で
簑
魑
十
一
年
六
月
に
は
天
皇
御
事
入
の
封
戸
で
「
永
代
」
と
仰
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
ら
、
そ
の
永
代
と
は
一

代
を
謂
ふ
也
と
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
程
に
、
封
戸
の
施
入
は
、
下
家
の
財
源
を
枯
渇
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

r
欝
分
田
で
す
ら
其
の
牧
公
は
容
易
で
無
い
。
況
ん
や
國
家
の
最
上
騰
…
部
の
高
位
顯
窟
に
賜
は
る
封
戸
、
　
一
種
の
世
襲
財

産
の
如
き
も
の
と
な
り
勝
ち
で
あ
る
封
戸
、
其
の
品
濃
に
は
頗
る
容
易
な
ら
澱
困
難
が
俘
ふ
。
寛
李
九
年
省
侍
藤
原
淑
子

が
播
磨
封
五
十
戸
を
圓
成
寺
に
施
強
し
た
願
文
に
も
封
戸
は
死
後
必
す
公
に
選
る
べ
き
を
理
の
着
筆
と
す
る
と
雷
ひ
、
陽

成
院
が
天
慶
二
年
延
暦
寺
に
近
江
國
高
嶋
郡
小
中
嶋
庄
及
越
前
國
足
論
語
太
田
庄
を
施
入
せ
ら
れ
た
願
丈
に
も
、
從
來
は

封
戸
を
割
い
て
延
暦
寺
の
齋
供
料
に
充
て
ら
れ
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
封
戸
の
期
限
満
ち
た
る
が
故
に
、
封
戸
の
施
入

は
中
止
し
て
砦
塵
を
似
て
封
著
代
ふ
べ
き
を
仰
せ
説
た
。
牧
。
姦
直
蕪
青
墨
嘩
錦
鱗
麺
班
・
の
事
は

一
且
獲
た
る
封
戸
は
、
な
か
ノ
＼
還
公
さ
れ
な
か
つ
淀
ら
し
い
事
が
推
察
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

　
封
戸
が
蕪
園
化
す
る
事
や
、
封
戸
の
代
り
に
蕪
園
の
現
は
れ
る
穫
路
の
一
端
は
、
ほ
“
察
知
が
串
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
、
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
食
封
・
職
封
が
、
封
戸
と
し
て
の
實
牧
を
俘
ひ
、
蟹
蹟
を
墨
げ
て
居
れ
ば
よ
い
労
れ
ど
も
、
封
戸
獄
次
に
述
べ
る
様
に

（22）



可
な
り
複
雑
な
制
度
で
あ
っ
π
が
故
に
、
王
臣
諸
王
諸
臣
は
早
く
か
ら
山
野
藪
澤
の
占
有
を
企
て
始
め
、
そ
れ
に
封
ず
る

取
締
の
格
式
は
實
に
数
多
く
出
さ
れ
て
居
る
の
で
、
類
聚
三
代
格
を
曳
け
ば
、
王
朝
時
代
の
政
治
の
大
部
分
は
、
此
種
王

距
貴
族
の
土
地
不
正
占
有
に
封
ず
る
禁
国
で
あ
っ
た
か
、
と
さ
へ
思
は
れ
る
位
で
あ
る
。

　
諸
院
宮
諸
王
諸
臣
の
か
う
し
た
土
地
押
領
は
や
が
て
荘
園
制
度
を
醗
酵
せ
し
め
る
原
種
と
な
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ

が
、
、
「
家
領
」
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
種
土
地
占
有
に
よ
る
蕪
園
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
食
封
印
ち
職
封
。

位
封
の
如
き
、
封
戸
の
鍵
化
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
食
封
書
干
戸
を
播
磨
國
に
於
て
賜
ふ
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
業
と
し
て
、
ど
う
言
ふ
風
に
賜
は
る
の
で
あ
ら
う
か
。

其
の
實
態
・
實
施
の
姿
は
未
だ
明
か
に
さ
れ
て
居
な
い
。
理
論
で
い
ふ
な
ら
ば
一
里
五
十
戸
の
原
則
か
ら
割
り
出
し
て
三

千
戸
の
封
戸
は
六
十
里
に
相
点
す
る
か
ら
六
十
里
分
の
土
地
と
住
民
と
を
給
輿
さ
れ
、
ば
よ
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か

か
る
揚
合
果
し
て
ど
こ
の
ど
ん
な
歌
態
の
六
十
里
を
賜
は
る
の
か
、
六
十
墨
を
一
園
と
し
て
賜
は
る
も
の
か
、
散
在
す
る

郷
村
を
六
十
里
分
彼
方
此
方
に
て
賜
は
る
も
の
か
、
六
十
塁
に
相
賞
す
る
廣
さ
の
地
域
を
得
る
の
か
。
そ
れ
は
未
解
決
の

問
題
で
あ
っ
て
、
今
の
私
も
ま
た
充
分
な
事
は
言
ひ
得
な
い
が
、
次
の
様
な
仕
組
で
あ
っ
た
か
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
東
大
寺
文
書
鳥
撃
二
十
年
十
一
月
二
十
三
日
の
東
大
寺
封
戸
注
文
に
よ
る
と
、
東
大
寺
が
全
國
に
有
し
た
封
戸
は
全
國

　
　
　
　
胴
囲
の
旧
領
に
就
い
て
（
二
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
三
瀧
　
　
四
四
七

（23）



　
　
　
　
家
門
の
懐
領
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
錐
三
號
　
　
腿
四
入

二
十
一
箇
國
に
亙
う
二
千
七
百
戸
で
あ
っ
π
が
、
其
内
、
伊
賀
國
は
百
畑
を
充
て
ら
れ
、
其
の
一
ケ
年
の
端
本
は
三
百
二

十
三
石
三
崩
二
升
九
合
古
事
と
さ
れ
だ
（
註
一
）
。
而
し
て
此
の
場
合
、
こ
の
封
戸
重
宝
と
い
ふ
の
を
ど
の
郷
村
を
以
て
之
に

充
て
た
と
い
ふ
の
で
な
ぐ
、
伊
賀
國
司
の
責
務
と
し
て
、
毎
年
封
戸
百
畑
に
相
嘉
す
る
数
量
だ
け
の
貢
納
米
を
（
そ
れ
は

三
百
鯨
石
と
計
算
さ
れ
だ
）
提
出
し
た
も
の
ら
し
い
。
天
喜
三
年
九
月
八
日
國
守
小
野
守
静
々
に
よ
る
と
、
無
言
の
御
封

は
毎
年
三
百
石
で
あ
る
と
申
し
て
居
り
（
註
二
）
天
養
の
頃
に
は
、
便
宜
黒
田
の
出
作
及
び
玉
瀧
の
出
作
を
以
て
之
に
充
當
し

た
と
言
は
れ
る
（
誰
三
）
、
こ
れ
恐
ら
く
（
奈
良
朝
期
…
の
事
は
不
明
な
る
が
）
、
季
安
朝
初
期
に
於
い
て
は
、
封
戸
な
る
も
の

が
、
如
此
く
一
國
全
膿
の
所
得
の
申
に
睡
り
込
ん
で
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
騙
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
一
i

そ
の
事
に
就
い
て
は
、
別
の
…
機
會
に
も
っ
と
詳
細
な
史
料
を
掲
げ
て
論
及
し
亡
い
と
思
ふ
。
今
は
だ
“
結
論
だ
け
を
述
べ

た
に
す
ぎ
訟
ー
一
更
に
そ
れ
を
黒
田
出
作
及
び
玉
石
出
作
と
い
ふ
一
定
の
地
域
に
充
細
し
た
と
い
ふ
事
は
、
此
の
雨
庄
に

畠
作
を
造
る
事
を
認
許
し
や
う
た
め
に
案
出
さ
れ
た
方
便
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
叢
る
國
に
猛
て
賜
は
つ

た
封
戸
な
る
も
の
が
、
か
く
し
て
一
定
の
土
地
を
目
す
る
に
到
る
事
は
、
遠
寺
所
有
蕪
園
の
登
生
を
必
然
化
す
る
事
に
な

る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

、
封
癖
を
定
め
ら
れ
た
地
方
の
國
司
が
、
封
戸
よ
り
す
べ
き
貢
納
米
を
漸
次
攣
更
し
て
代
物
を
以
て
す
る
事
も
行
は
れ

た
。
東
大
寺
丈
書
永
承
三
年
七
月
五
臼
越
後
國
難
掌
秦
成
安
解
に
よ
る
と
、
東
大
寺
の
越
後
國
に
於
け
る
封
戸
二
百
戸
の

代
米
は
三
百
八
十
九
石
四
斗
一
升
二
合
で
あ
っ
た
も
の
が
、
鮭
三
千
三
、
穏
拾
一
隻
（
永
承
元
・
二
年
の
ニ
ケ
年
分
）
を
以
て

（　2‘i　）



代
納
し
て
居
る
も
の
も
あ
っ
て
、
聖
賢
に
於
て
封
戸
何
燗
と
か
爆
撃
と
か
言
は
れ
た
も
の
、
早
態
は
、
既
に
単
く
に
失
は

れ
π
。
或
は
、
其
の
實
態
は
、
最
初
か
ら
か
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
ら
ば
肚
寺
の
地
方
に
所
有
す
る

荘
園
な
る
も
の
、
登
生
す
る
動
機
に
、
か
う
し
た
封
戸
の
湾
岸
溶
解
、
そ
れ
に
代
っ
て
そ
れ
だ
け
の
所
得
を
確
保
す
る
必

要
、
と
い
ふ
事
を
考
慮
す
る
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
東
大
寺
丈
書
の
申
に
は
嘉
保
三
年
か
ら
早
年
に
か
け
て
、
左
要
撃
下
交
に
よ
っ
て
東
大
寺
に
命
じ
、
諸
國
に
卑
し
て
東

大
寺
封
戸
の
徴
納
究
濟
を
命
じ
た
も
の
．
が
あ
り
（
註
闘
）
、
嘉
承
元
年
八
月
五
日
の
東
大
寺
に
下
し
た
左
器
官
下
丈
は
、
雑
事

武
箇
條
の
う
ち
の
第
一
箇
條
と
し
て
「
母
堂
官
使
徴
納
諸
國
封
戸
、
充
堂
含
修
理
青
々
し
を
掲
げ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

ら
に
見
ゆ
る
封
戸
な
る
も
の
が
、
既
に
封
戸
の
實
態
を
失
へ
る
名
残
b
で
あ
る
事
、
嘗
ふ
ま
で
も
な
い
。
更
に
言
ふ
な
ら

ば
、
こ
れ
ら
辮
官
下
文
の
中
に
言
へ
る
封
戸
な
る
も
の
は
、
既
に
何
等
の
佛
さ
へ
も
な
い
も
の
で
あ
る
の
を
知
り
つ
、
、

か
う
し
た
法
令
を
出
し
て
居
っ
た
も
の
で
、
た
や
形
式
一
遍
の
室
文
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
王
朝
時
代
の
政
治
形
態
は

そ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
家
領
が
如
何
に
し
て
登
生
す
る
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
く
の
場
合
が
考
慮
し
得
る
が
（
一
）
大
化
改
新
以
前
の

子
代
民
国
は
田
蕪
を
其
の
儘
に
把
持
す
る
も
の
（
二
）
功
田
・
職
田
等
の
永
久
私
有
化
（
三
）
食
甚
の
攣
化
せ
る
も
の
（
四
）
山

　
　
　
　
家
領
の
傳
領
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
第
三
號
　
　
四
獣
九

（25）



　
　
　
　
　
虚
日
の
徳
領
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
三
號
　
　
四
五
〇

野
藪
澤
の
占
有
（
五
）
庶
衆
の
所
有
地
買
得
に
よ
る
も
の
（
六
）
下
級
耐
會
の
人
々
か
ら
せ
寄
ら
れ
て
其
の
本
所
又
は
領
家
と

な
れ
る
も
の
（
七
）
至
高
の
本
所
又
は
領
家
の
預
所
と
な
れ
る
も
の
、
其
他
が
考
へ
ら
れ
や
う
。
就
申
、
家
領
と
い
ふ
概
念

に
最
も
相
癒
し
い
畿
生
は
（
一
）
乃
至
（
三
）
で
あ
り
、
殊
に
（
三
）
の
如
き
「
家
」
と
い
ふ
令
制
に
も
適
ふ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る

も
の
で
、
こ
れ
家
領
を
論
ず
る
に
當
り
て
、
封
戸
に
つ
い
て
一
言
及
ん
だ
私
の
心
の
動
き
で
で
も
あ
る
。
但
し
、
實
際
と

し
て
は
封
戸
の
鍵
じ
た
家
領
が
、
さ
う
多
く
の
場
合
に
在
り
得
た
誰
明
は
な
か
一
困
難
で
あ
ら
う
と
は
思
は
れ
る
が
。

　
　
（
註
一
）
　
既
の
換
算
率
ほ
必
ず
し
も
一
定
し
て
謄
な
い
ら
し
い
、
著
し
い
報
逮
な
炎
示
す
る
。

　
　
　
　
　
近
江
ぽ
｛
五
〇
趨
で
そ
れ
峰
｛
○
八
∵
九
八
四
石
と
さ
れ
る
。
美
濃
採
｛
○
○
嫡
で
そ
れ
ば
三
聖
∵
鰍
｛
石
と
さ
れ
る
。
駿
河
採
｛
．
○
○
姻
で

　
　
　
　
　
そ
れ
ほ
二
九
三
・
九
石
と
さ
れ
る
。
下
野
ほ
二
弧
○
戸
で
そ
れ
ほ
七
三
〇
∴
石
と
さ
れ
る
。
若
挾
ほ
五
〇
燗
で
そ
れ
ほ
瓢
∵
三
〇
入
石
と
さ
れ

　
　
　
　
　
る
。

　
（
無
二
）
此
の
三
百
凋
と
い
ふ
徽
ば
天
畢
二
十
年
十
…
邦
二
十
三
臼
の
詫
文
に
よ
る
と
露
百
二
十
藁
石
鹸
で
あ
る
し
、
天
養
、
久
安
、
治
承
頃
で
嵯
二
葺
六

　
　
　
　
　
＋
石
と
誉
ひ
贅
ほ
し
て
腸
ろ
。
恐
ら
く
大
要
の
数
な
畢
げ
六
も
の
と
患
ふ
が
、
叉
そ
こ
に
國
罵
姦
焚
等
の
利
蓋
の
療
め
に
多
少
の
鑑
入
た
敢
て
知

　
　
　
　
　
り
つ
㌧
犯
し
て
艦
る
事
も
あ
っ
六
で
あ
ら
う
。

　
　
（
識
三
）
　
久
安
四
年
二
”
二
十
八
沼
伊
賀
國
御
封
支
醜
嫡
嗣
に
よ
る
と
、
伊
賀
國
御
職
ほ
本
鍛
三
百
六
十
石
飴
で
そ
の
支
灘
ぱ

　
　
　
　
　
　
昔
ほ
　
　
黒
聞
　
　
一
八
○
痴
飴
　
　
　
　
玉
瀧
・
友
腿
　
　
一
八
○
噺
飴

　
　
　
　
　
　
今
ぱ
　
　
黒
鶴
　
　
二
二
〇
石
籐
　
　
　
　
玉
門
。
友
田
　
　
一
室
○
騰
飴

　
　
　
　
　
で
あ
ろ
と
言
び
、
治
承
五
年
六
熱
砂
百
伊
賀
國
御
封
支
醗
註
文
に
ほ
、
更
に
細
い
辞
宜
が
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
酸
W
桝
（
毘
二
黒
）
　
　
　
　
二
二
〇
石
　
　
（
内
掛
…
、
里
酷
田
…
瞬
回
○
・
一
四
蕎
、
　
　
　
梁
瀬
三
・
七
＠
八
山
隅
石
、
薦
猛
三
三
・
石
）

　
　
　
　
　
　
牝
杣
（
玉
瀧
纏
）
　
　
一
四
∵
五
五
石
（
内
諜
、
湯
船
四
六
・
二
篇
、
　
　
玉
瀧
七
三
石
、
　
　
玉
瀧
寺
七
・
三
石
、
　
　
内
保
…
五
石
）

（26）



　
　
　
　
と
あ
る
。
大
凡
の
見
當
が
附
く
で
あ
ら
う
。

　
（
註
闘
）
　
一
二
の
側
た
鋸
げ
ろ
。
慕
保
三
年
毎
”
控
地
疑
左
辮
官
下
文
ほ
上
議
國
の
封
戸
に
つ
い
て
。
同
年
十
二
月
十
H
左
辮
富
下
丈
ほ
土
佐
國
封
戸
に
つ

　
　
　
　
い
て
。
阿
年
十
二
”
十
六
摂
宣
旨
ほ
若
狭
園
封
戸
に
つ
い
て
。
承
徳
元
年
ナ
蘭
月
二
十
四
田
田
魏
霞
下
文
ぱ
近
江
封
戸
に
つ
い
て
。
何
れ
も
殆
ん

　
　
　
　
ど
弼
一
の
丈
句
で
あ
ろ
Q

　
　
　
　
　
　
　
第
三
　
家
領
と
し
て
代
表
的
の
も
の

　
次
に
我
國
に
於
け
る
家
領
の
代
表
的
の
も
の
を
墨
げ
る
と

　
一
　
長
講
堂
領
　
　
　
二
　
八
條
院
領
　
　
　
三
　
修
明
門
院
領
　
　
　
四
　
近
衛
家
領
　
　
　
五
　
九
條
家
領

　
六
　
渤
修
寺
家
領
　
　
　
七
　
青
蓮
院
領

で
あ
ら
う
。
共
他
ま
だ
幾
つ
か
の
家
領
が
数
へ
得
べ
き
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
史
料
所
在
の
瀾
係
は
、
共
の
性
質
及
び
傳

領
を
明
か
に
し
得
な
い
か
ら
、
今
の
私
は
、
そ
れ
以
上
を
墨
げ
得
ら
れ
な
い
。

　
右
の
内
一
一
1
三
は
皇
室
の
御
料
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
家
領
の
中
に
加
へ
る
事
は
、
名
目
上
如
何
か
と

思
は
滋
で
も
な
い
が
、
傳
領
さ
る
、
性
質
は
一
の
家
領
と
し
て
児
て
、
少
し
も
差
支
は
な
い
も
の
が
あ
る
。
四
乃
至
六
は
、

家
領
と
し
て
驚
悸
共
に
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
。
殊
に
拗
修
寺
家
領
は
事
訳
労
う
多
く
の
人
々
に
は
囑
目
さ
れ
な
か
つ
だ

史
料
で
あ
る
。
七
は
寺
領
の
如
き
観
を
呈
す
る
所
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
粟
田
青
蓮
院
は
天
台
座
主
の
自
盛
の
關
係
に
立
つ

寺
院
で
あ
っ
て
、
や
は
り
其
の
薙
園
と
し
て
の
性
質
は
家
領
と
し
て
見
倣
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
併

せ
掲
げ
て
置
い
た
。

　
　
　
　
家
領
の
軸
壁
に
就
い
て
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
策
三
號
　
　
四
五
…

（　L）7）



　
　
　
　
家
領
の
綱
領
に
就
い
て
（
上
）

　
以
下
に
、
此
の
七
の
代
的
表
な
家
領
に
就
い
て
、

家
領
な
る
も
の
～
特
色
を
知
う
セ
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
第
三
號
　
　
四
五
二

極
め
て
概
括
な
が
ら
一
瞥
を
加
へ
行
き
、
さ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、

r2s）


