
し
て
第
四
章
に
激
て
は
、
襟
代
我
國
へ
贈
っ
た
と
種
せ
ら
れ
て
る
る
｛
4
5
名
な
．

「
髭
奴
國
王
」
の
金
印
な
る
も
の
は
轡
｛
に
偶
作
で
あ
る
と
論
闘
を
下
さ
れ
た
。

「
倭
奴
海
気
文
は
「
委
奴
國
」
と
い
ふ
の
は
實
は
記
録
の
誤
な
の
で
あ
っ
て
、

　
　
ツ
　
ノ
　
ク
ニ

元
來
黒
奴
園
（
邦
語
津
の
醐
）
か
ら
と
い
ふ
名
で
含
量
の
舟
人
が
彼
土
に
航
海

し
た
の
で
あ
り
彼
士
の
入
も
亦
我
繍
を
…
、
倭
國
〕
と
さ
へ
記
し
た
の
で
あ
る

然
る
に
そ
の
倭
字
が
唐
代
の
離
者
に
よ
っ
て
倭
字
に
難
き
か
へ
ら
れ
て
倭
奴

閣
と
い
ふ
や
う
な
誤
っ
た
名
が
繍
來
た
。
こ
れ
實
に
唐
以
後
の
學
奢
の
い
た

づ
ら
で
あ
っ
て
、
脚
じ
て
羊
飼
の
古
代
に
「
倭
奴
扁
と
い
ふ
地
名
は
な
か
っ

た
Q
從
っ
て
金
印
は
欝
作
に
外
な
ら
ぬ
と
論
獣
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
注

口
す
べ
き
主
張
で
あ
ら
う
。

．
翼
に
第
入
章
は
粟
距
海
路
の
獲
展
と
題
し
、
先
づ
大
陸
と
の
航
路
と
し
て

北
九
州
か
ら
朝
鮮
牛
島
の
爾
方
を
廻
っ
て
両
東
へ
向
ふ
北
路
と
、
漁
戸
、
五

島
を
饒
て
揚
子
江
此
方
、
爾
へ
廠
航
す
る
南
路
と
を
併
せ
記
し
、
次
い
で
南
九

州
か
ら
沖
辺
万
面
へ
通
ず
る
酉
海
路
の
獲
展
に
言
及
さ
れ
て
み
る
。
こ
れ
に

鎖
く
第
九
章
で
は
澄
鷹
使
の
航
路
と
海
外
知
識
を
論
じ
、
第
十
章
で
は
宋
代

の
亦
へ
遍
に
鍛
を
進
め
ら
れ
た
。

　
第
十
一
章
は
い
さ
さ
か
越
を
翼
へ
、
回
瀾
最
古
の
般
法
度
と
し
て
戯
懸
年
．

聞
の
も
の
と
天
疋
年
間
の
も
の
と
を
掲
載
し
、
最
後
の
第
十
ご
章
で
は
、
蘭

塗
で
右
の
船
法
度
を
解
説
せ
ら
れ
た
Q
そ
の
後
傘
で
は
韓
じ
て
輸
繊
入
品
の

考
察
に
移
り
、
我
國
古
代
よ
り
既
に
一
一
か
ら
物
資
の
楡
入
ガ
あ
り
、
特
に

南
方
か
ら
は
玉
や
香
料
の
多
く
を
輸
入
し
た
毒
實
を
…
明
か
．
に
し
て
、
早
安
時

代
に
財
物
と
禰
…
せ
ら
れ
た
蜘
輪
重
齢
伽
人
品
が
北
支
輪
の
」
も
の
は
少
く
、
、
殆
ど
憲
…

洋
も
し
く
は
南
麦
沸
の
物
愚
な
る
こ
と
に
注
意
を
換
趨
し
、
韓
じ
て
臼
本
か

ら
の
海
外
総
出
晶
中
そ
れ
ら
南
方
の
物
燕
が
伸
纏
せ
ら
れ
て
も
み
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
臼
塞
と
爾
…
が
と
の
古
く
か
ら
の
交
麺
歌
況
を
描
爲
せ
ら
れ
た
。

な
ほ
最
絡
の
黒
瀬
は
、
素
淺
懸
魚
の
御
仁
徳
を
・
鞍
点
と
し
て
古
代
の
日
鮮
關

係
を
説
逃
せ
ら
れ
た
紙
園
灘
に
お
け
る
著
者
の
講
演
録
で
あ
る
Q

蓋
し
、
博
學
な
ゑ
薯
に
よ
り
凱
管
に
内
容
を
盛
上
ザ
ら
れ
た
金
巻
を
暴

げ
て
、
上
代
海
外
交
通
に
關
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
綱
思
し
た
感
あ
り
、
幾

多
の
創
見
を
披
瀬
し
て
上
代
交
通
史
の
離
断
た
る
の
概
が
あ
る
。
論
漸
に
際

し
て
は
文
獄
・
の
鱒
捜
は
端
と
よ
り
の
こ
と
㌧
し
て
、
嘗
て
「
尺
度
綜
考
偏
に

示
さ
れ
た
古
代
尺
度
に
勤
す
る
造
詣
の
潔
さ
が
随
所
に
有
力
な
武
器
を
輿
へ

て
腸
る
様
に
恩
は
れ
る
。

　
簸
渚
も
と
よ
り
無
學
不
文
、
こ
の
蔚
嘗
を
紹
介
す
る
に
は
些
か
そ
の
入
を

得
ぬ
う
ら
み
が
深
い
の
で
あ
る
が
、
木
欝
訪
傘
の
諸
章
は
、
数
年
前
塑
者
の

乗
だ
墓
大
器
學
科
に
気
附
ゆ
、
特
殊
講
義
と
し
て
親
し
く
舞
題
し
た
も
の
で

あ
り
駅
程
も
深
い
ま
」
、
徽
て
こ
Σ
に
拙
交
を
．
笄
し
て
、
r
そ
の
公
刊
を
廣
ズ

江
湖
に
告
げ
知
ら
せ
ん
と
す
る
織
殿
に
禺
で
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
大
先

輩
で
も
あ
り
ま
た
恩
師
と
も
佛
ぐ
著
渚
の
御
健
闘
を
貌
出
す
る
次
第
で
あ

る
。
　
（
昭
利
十
八
年
九
月
・
刀
江
露
院
判
・
寒
寒
五
頁
・
．
費
十
五
圓
八
拾
入

銭
）
（
下
上
蕉
利
）

鹸
誌
盛
紳
繭
近
地
謬
護
蓬
臭

♂
　
　
　
　
　
　
　
噸

掬
　
口
　
貞
雄
著

　
臓
木
地
理
鍛
・
災
は
臨
賊
に
…
嵩
高
の
藤
田
党
春
先
生
に
依
っ
て
堅
實
な
る
礎
．
眉

が
打
築
か
れ
、
又
多
く
の
俊
才
の
季
で
我
が
地
理
撃
の
先
蹴
・
の
功
績
が
精
細
…

に
せ
ら
れ
て
る
る
。
け
れ
ど
も
閉
治
以
來
の
田
本
地
理
黒
風
の
躍
動
に
就
い

（］09．　）

紹

介

第
二
十
九
磐
、
第
一
毅

一
〇
九



細
　
介
・
彙
報

第
二
十
九
巻
　
第
一
鏡

一
一
〇

て
は
来
だ
充
分
に
橡
討
さ
れ
て
は
腸
な
か
っ
た
。
初
選
耐
塩
が
地
理
學
の
動
尚

を
見
定
め
ん
と
す
る
時
、
自
己
を
攣
る
親
欺
と
地
理
學
史
を
綴
い
て
知
る
過
r

去
と
の
陶
に
、
明
治
大
正
の
二
代
が
大
き
な
不
蓮
綾
の
悶
隙
を
な
し
て
棚
た

は
っ
て
る
る
事
を
知
り
閤
則
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
敏
を
補
ふ
も
の
と
し

て
、
此
の
「
口
木
を
中
心
之
せ
る
範
近
地
理
窟
獲
達
史
し
の
上
梓
は
實
に
意

嚢
潔
い
も
の
と
醤
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
著
者
山
口
貞
雄
氏
の
地
理
學
界
に
於
け
る
歩
み
は
そ
の
自
序
の
中
及
び
奥

付
中
の
略
歴
に
脱
か
で
お
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
本
書
を
通
じ
て
感
裾
せ
ち
れ

る
益
者
の
誠
實
そ
の
も
の
の
學
究
態
度
こ
そ
深
く
敬
意
を
表
し
、
此
の
檬
な

仕
事
に
勤
し
て
誠
に
適
役
を
得
た
と
い
ふ
事
を
喜
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
昨
年

度
「
地
理
學
」
誌
上
に
再
度
に
亙
っ
て
掲
載
せ
ら
れ
た
氏
の
小
論
は
本
聲
執

筆
の
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
導
出
は
、
序
説
、
近
世
地
理
學
の
獲
達
と
共
の
崩
壌
、
現
代
地
理
學
の
建

設
、
結
語
の
四
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
み
る
。
序
説
に
は
臼
本
地
理
學
が
國
膿

に
基
い
て
「
生
き
も
の
」
の
如
く
生
々
獲
製
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

で
み
て
そ
こ
に
‘
　
織
せ
る
閣
士
へ
の
「
親
愛
感
」
が
流
れ
て
み
る
翔
が
設
か

れ
て
る
る
。
而
し
て
支
郷
及
び
泰
西
の
異
質
酌
學
統
が
嬢
牧
さ
れ
て
も
、
嫉

て
此
の
太
初
以
來
一
貫
せ
る
堰
軸
の
下
に
醇
化
せ
ら
れ
、
斯
々
そ
の
夙
を
碍

し
め
ら
れ
て
獲
展
し
て
行
く
所
に
、
臼
本
地
理
雛
の
傳
統
が
潜
ん
で
み
る
事

も
朋
か
に
せ
ら
れ
て
る
る
。
此
の
著
者
の
把
握
は
本
論
の
到
る
所
に
表
れ
て

、
獲
蓮
史
に
一
貫
性
を
持
た
せ
る
役
捌
を
果
し
て
み
る
◎
本
論
の
内
、
近
世
地

理
學
は
徳
川
時
代
と
明
治
大
正
時
代
と
に
醸
嘱
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
前
者
を

簡
明
に
．
後
者
を
詳
細
に
記
蓮
せ
ら
れ
た
の
は
本
書
の
性
質
と
し
て
常
然
で

あ
る
Q
實
．
際
に
木
霧
の
面
白
さ
は
朋
治
大
獄
時
代
以
後
、
殊
に
そ
の
末
期
近

代
地
理
攣
の
成
熟
時
代
あ
た
り
以
後
に
あ
る
。
そ
し
て
混
迷
せ
る
地
理
畢
が

地
誌
へ
魚
燈
的
麟
瀧
を
な
し
、
そ
の
巾
か
ら
現
代
地
理
學
建
設
の
起
電
が
湧

き
麹
っ
て
量
る
綿
過
は
、
藷
岩
の
周
到
な
引
例
に
伴
奏
さ
れ
て
、
本
管
の
極

頂
を
な
す
も
の
で
あ
ら
う
。
終
繕
は
現
代
の
新
臼
本
地
口
回
の
行
く
べ
き
道

を
力
強
く
説
い
た
結
語
を
以
て
飾
ら
れ
て
み
る
Q

　
本
書
の
興
味
は
以
上
に
鑑
き
る
も
の
で
は
な
い
Q
日
本
地
理
學
の
中
に
は

支
那
及
び
帰
期
の
地
理
撃
が
醇
化
さ
れ
て
繋
る
事
に
從
っ
て
、
日
本
地
理
學

の
獲
達
史
を
蓮
べ
る
と
共
に
、
祉
界
地
理
雛
史
が
同
時
に
織
り
込
ま
れ
て
み

る
事
は
撃
墜
あ
る
試
み
と
智
は
ね
ば
な
る
ま
い
Q

　
最
後
に
紹
介
の
簸
幽
を
越
え
て
批
夏
め
い
た
臣
下
を
書
く
寂
を
許
し
て
頂

け
る
な
ら
、
著
者
の
解
羅
の
棊
礎
た
る
観
念
に
豊
崎
岡
舟
の
傾
陶
は
な
い
で

あ
ら
う
か
と
需
ふ
こ
と
、
日
本
地
珊
患
惣
の
根
概
は
「
親
愛
感
」
な
る
雷
葉

以
上
に
っ
き
つ
め
ら
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
既

の
や
う
な
事
が
よ
し
翼
實
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
憂
も
本
書
の
慣
値
を
傷
つ

け
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
は
確
か
に
現
代
地
理
學
建
設
に
寄
し
て
貢
獄
す

る
も
の
な
る
事
を
信
じ
る
。
（
昭
和
十
八
年
満
月
、
若
美
党
獲
行
・
A
5
版
、

羅
馬
筆
順
八
拾
七
銭
）
（
村
上
次
男
）

彙

報

史
學
研
究
愈
大
里
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