
磐評と紹介

す
る
悪
と
、
貴
族
自
身
の
理
想
と
す
る
律
令
法
と
が

矛
盾
す
る
欠
陥
と
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
ろ

ん
運
用
の
技
術
的
・
道
徳
的
欠
陥
と
を
混
同
す
べ
き

で
は
な
い
。
そ
う
し
た
欠
陥
を
と
に
か
く
頭
初
か
ら

含
み
つ
つ
も
、
立
派
な
制
度
で
あ
る
律
令
制
の
崩
壊

が
時
代
の
推
移
と
と
も
に
次
第
に
実
現
さ
れ
て
来
る

と
考
え
る
。
事
実
平
安
朝
に
は
漁
家
財
政
は
棊
乱

し
、
欠
乏
し
、
治
安
秩
序
は
乱
れ
、
貴
族
は
末
世
を

歎
ず
る
。
曾
て
中
世
は
暗
黒
晦
代
で
あ
る
と
考
え
る

論
者
も
少
く
な
か
っ
た
。
著
春
は
そ
う
し
た
主
観
的

感
情
を
表
白
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
客

観
的
に
冷
静
に
史
実
の
変
遷
を
叙
述
す
る
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
要
約
す
れ
ば
一
種
の
崩
壊
・
没
落
史
観

が
論
文
の
根
抵
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
中
世
の
公
塚
の
日
録
に
末
世
と
い
い
、
上
世
よ
り

の
没
落
を
考
え
る
説
に
同
ず
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
客
観
的
な
律
令
時
代
の
同
時
代
的
記
録
に
よ

っ
た
と
し
て
も
、
崩
壊
と
繁
乱
が
史
料
の
紙
面
を
掩

う
て
い
る
。
お
よ
そ
こ
れ
ら
史
料
の
す
べ
て
が
日
本

全
国
中
の
一
握
り
の
支
配
階
級
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
大
多
数
一
般
罠
衆
の
立
場
は
表
明
さ

れ
て
い
な
い
。
支
配
階
級
で
あ
る
貴
族
に
と
っ
て
、

律
令
と
い
う
六
世
紀
、
七
世
紀
初
に
定
め
ら
れ
た
制

度
の
崩
壊
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
豊
平
せ

し
め
る
新
勢
力
の
蝿
頭
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の

新
勢
力
と
は
主
と
し
て
地
方
豪
族
で
あ
り
、
こ
れ
を

支
え
る
、
或
は
こ
れ
に
隷
属
支
配
さ
れ
、
或
は
律
令

体
制
の
外
へ
投
げ
出
さ
れ
る
曳
衆
が
あ
る
。
そ
れ
は

貴
族
の
感
覚
を
表
す
公
文
書
に
は
無
秩
序
の
如
く
記

さ
れ
て
い
て
も
、
事
実
は
、
律
令
制
と
は
異
っ
た
新

た
な
る
社
会
の
体
系
、
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
興
起

し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
律
令
欄
か
ら
い
っ

て
無
秩
序
に
み
え
る
だ
け
で
、
新
た
な
価
値
体
系
の

成
長
と
エ
ネ
ル
ギ
…
と
を
示
す
。
さ
な
ぎ
か
ら
成
虫

の
出
る
が
如
く
律
令
制
か
ら
新
た
な
る
体
系
が
脱
皮

成
長
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
旧
二
つ
の
体

系
の
聞
の
転
換
が
、
地
方
に
お
い
て
な
さ
れ
る
時
、

そ
の
矛
盾
の
接
点
に
立
つ
も
の
が
国
司
で
あ
ろ
．
う
。

國
司
が
律
令
声
量
権
力
の
出
先
に
お
い
て
、
律
令
制

に
依
拠
し
つ
つ
、
新
な
る
体
系
に
お
い
て
有
利
な
地

位
を
占
め
得
る
存
在
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
。
郡
司
も

ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
国
司
は
矛
盾
の
体
現
者

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
問
題
に
関
連
を
持
っ
て

い
る
興
味
あ
る
問
題
の
中
心
が
あ
る
。
薪
時
代
の
担

手
で
あ
る
武
家
棟
梁
と
そ
れ
に
従
う
守
護
級
有
力
武

士
へ
と
転
化
す
る
に
は
、
し
か
し
国
司
や
郡
司
の
本

質
の
中
に
限
界
を
持
つ
性
質
が
あ
る
。
そ
の
中
で
い

か
な
る
性
絡
の
も
の
が
、
そ
の
限
界
を
破
っ
て
次
代

の
優
勝
者
と
な
る
か
。
新
旧
二
体
系
は
楯
の
両
面
で

あ
り
、
と
く
に
国
司
は
そ
の
楯
の
代
表
的
の
も
の
で

あ
る
が
、
國
司
の
機
能
的
研
究
は
、
こ
う
し
た
貴
族

の
感
覚
で
支
配
さ
れ
た
史
料
の
裏
を
読
み
と
る
新
な

る
価
値
観
に
基
い
て
為
さ
れ
る
と
き
、
新
た
な
問
題

を
生
み
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歴
史
主
義
的
研

究
と
し
て
完
壁
に
近
い
本
書
を
も
っ
て
、
も
は
や
国

司
制
の
問
題
研
究
が
終
止
符
を
打
つ
た
と
は
思
わ
れ

ぬ
。
こ
こ
に
著
者
の
ご
と
き
学
界
の
大
先
輩
の
貴
重

な
・
刀
作
に
対
し
妄
評
を
敢
て
し
、
誓
言
を
つ
ら
ね
た

の
は
、
学
界
が
著
渚
の
大
作
を
こ
え
て
新
た
な
視
角

の
研
究
を
開
拓
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
か
ら
に
他
な
ら

ぬ
。
著
者
が
若
鷺
の
失
礼
に
対
し
何
卒
寛
容
を
璽
れ

た
ま
わ
ん
こ
と
を
。
　
　
（
一
九
五
七
年
東
大
出
版
会

刊
、
　
「
七
〇
〇
円
）
　
　
　
一
横
田
健
｝
…

塩
沢
君
夫

　
　
　
　
　
共
著

川
浦
康
次

　
寄
生
地
主
制
論

　
寄
生
地
主
制
の
形
成
と
慕
末
・
維
新
期
の
経
済
的

発
展
の
問
題
は
日
本
史
の
研
究
の
申
心
課
題
の
　
つ
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と
し
て
、
す
で
に
戦
前
か
ら
多
く
の
研
究
が
つ
み
か

さ
ね
ら
れ
、
活
澄
な
論
争
が
行
わ
れ
て
き
た
し
、
戦

後
、
　
大
塚
久
雄
氏
を
中
心
と
す
る
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
寄
生
地
主
制
を
世
界
史
的
発
展
段
階
の
中
に
位

置
づ
け
る
方
向
が
打
出
さ
れ
、
研
究
の
薪
た
な
段
階

を
む
か
え
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
の
発
展
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
旦
ハ
体
的
あ
ら
わ
れ
と

し
て
最
近
ま
す
ま
す
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
つ
つ

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
、
む

し
ろ
相
対
立
し
た
見
解
が
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
る
。
即

ち
、
現
在
は
将
来
何
年
か
先
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う

問
題
の
解
決
一
そ
れ
は
一
つ
の
学
説
が
定
説
と
し

て
か
な
り
広
く
承
認
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
る
で
あ

ろ
う
一
へ
の
経
過
点
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

現
在
の
学
説
の
す
べ
て
が
そ
う
し
た
性
格
を
も
つ
て

い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
研
究
の
現
段
階
に
お
い
て
、
我
々
は
昨

年
度
の
こ
の
間
題
に
関
す
る
最
も
す
ぐ
れ
た
研
究
と

し
て
、
塩
沢
紺
夫
、
川
浦
康
次
両
氏
の
「
寄
生
地
主

曲
論
」
を
え
た
。

　
両
氏
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
と
寄
生
地
主
翻
に
関

す
る
現
在
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

即
ち
、
　
「
第
一
は
害
生
地
主
制
成
立
の
歴
史
的
前
提

と
し
て
、
一
定
度
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
の
存
在
を

必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の

点
は
、
派
生
地
主
制
の
成
立
以
前
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

発
展
を
み
と
め
、
そ
の
中
に
資
本
家
と
賃
労
働
者
と

へ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
の
方
向
が
現
わ
れ
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
後
寄
生

地
主
と
小
作
人
と
へ
の
寄
生
地
主
的
分
化
の
方
向
が

前
者
の
方
向
を
圧
倒
し
、
寄
生
地
主
制
が
成
立
し
て

し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
聖
書
七
頁
）

と
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
に
解
答
を
与
え
る
べ

く
書
か
れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
り
、
本
書
は
こ
の
二

つ
の
問
題
点
を
中
心
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。

　
第
一
章
局
地
的
市
場
團
の
成
立

　
　
第
一
節
　
　
一
軸
㎝
の
問
題
の
理
論
的
解
答

　
　
第
ご
～
第
五
節
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
等

　
第
二
章
農
民
的
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
の
発
展
、
負

　
　
　
　
一
の
問
題
の
実
証
酌
解
答

　
第
三
章
寄
生
地
主
制
の
成
立

　
　
第
…
節
　
　
一
第
二
の
問
題
の
理
論
的
解
答

　
　
第
二
～
第
五
節
－
第
…
｝
の
問
題
の
実
証
的
解
答

　
な
お
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
い
て
「
第
四
章
寄
生
地

主
制
の
衰
退
と
没
落
」
で
確
立
期
以
後
の
過
程
を
と

り
扱
い
、
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
る
寄
生
地
主
制
の

崩
壊
を
も
つ
て
終
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
本
書
は
寄
生

地
主
制
の
形
成
、
発
展
、
確
立
、
衰
退
、
崩
壊
の
過

程
を
一
貫
し
て
追
求
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
す
ぐ

れ
て
い
る
が
、
私
は
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
点
か
ら

は
本
書
を
と
り
あ
げ
ず
、
さ
き
の
二
つ
の
議
題
点
に

焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
本
馬
の
中
心

が
二
つ
の
問
題
点
の
解
明
に
お
か
れ
て
お
り
、
研
究

者
の
主
要
関
心
も
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
次
に
本
書
の
内
容
を
二
つ
の
問
題
点
を
中
心

に
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
。
両
氏
は
「
絶
対
王

制
形
成
期
に
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
が
あ
り
、
寄
生

地
主
的
土
地
所
有
は
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
所

産
で
あ
る
」
　
（
八
頁
）
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
れ
と

全
く
対
立
す
る
絶
対
王
制
形
成
期
に
お
け
る
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
発
展
の
存
在
を
否
定
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
契

機
な
し
に
寄
生
地
主
制
が
成
立
す
る
と
い
う
山
田

舜
、
晋
岡
昭
彦
両
氏
の
見
解
を
批
判
し
つ
つ
、
自
己

の
見
解
を
対
置
す
る
。

　
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
化
只
敵
㎝
経
済
は
、
封
曲
建
的
土
地

所
有
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
封
建
的
形
態
の
共
同
体

の
内
部
で
行
わ
れ
る
自
給
的
小
農
民
経
営
の
再
生
産

を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
」
（
八
頁
）
。
だ

か
ら
「
農
民
に
よ
る
商
品
経
済
の
発
展
お
よ
び
そ
れ
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雲評と紹介

に
媒
介
さ
れ
た
農
民
分
解
の
方
向
が
、
　
日
雇
の
丁

台
。
労
働
過
程
に
お
け
る
共
同
体
規
制
の
弛
緩
・
農

工
分
離
・
農
家
経
済
に
お
け
る
自
給
体
制
の
崩
壊
。

共
同
体
内
部
の
広
汎
な
職
業
分
化
と
い
う
よ
う
な
具

体
的
な
現
象
を
生
ん
で
ゆ
く
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
商
品
経
済
が
局
地
的
市
場
圏
を
形
成
せ
し
め
る
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
否
か
を
き
め
る
指

標
と
な
る
」
（
＝
｝
頁
）
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
み
れ

ば
山
田
、
吉
岡
両
氏
の
云
う
「
特
産
物
加
工
の
た
め

の
社
会
的
分
…
莱
」
や
「
半
自
給
経
営
の
補
足
物
」
と

し
て
の
「
共
同
体
内
分
業
」
も
自
絵
的
小
農
民
経

済
・
封
建
的
再
生
産
機
構
を
根
底
か
ら
ほ
り
く
ず
す

も
の
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
局

地
的
市
場
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
な
発
展
で
あ
る
（
二
二
～
一
七
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
尾
西
地
方

（
尾
張
爾
北
部
）
の
具
体
的
分
析
に
入
る
わ
け
で
あ

る
が
、
ま
ず
第
一
章
の
二
節
以
下
で
流
通
薦
に
お
け

る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
、
即
ち
局
地
的
市
場
圏
の
成

立
が
実
証
さ
れ
る
。
両
氏
が
最
も
力
を
注
い
で
い
る

の
は
こ
の
部
分
で
あ
り
、
特
に
「
第
三
節
農
斑
的
商

品
生
産
の
展
開
と
局
地
的
市
場
圏
の
成
立
」
は
封
建

制
下
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商
品
流
通
の
発
農
の
実
証
の

最
高
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

紹
介
は
一
切
省
略
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
慶
長
年
闊
に
は
じ
ま
る
幕
藩
領
主
的
商
品
流
通
機

構
の
形
成
は
享
保
期
に
い
た
っ
て
枇
杷
島
市
を
中
心

と
し
て
完
成
す
る
が
（
第
二
節
）
、
　
そ
の
段
階
に
は

「
枇
杷
島
周
辺
農
村
の
青
物
生
産
や
、
一
宮
村
を
中

心
と
す
る
漸
々
の
綿
作
な
ど
の
農
民
的
商
品
生
産
の

展
開
は
、
局
地
内
分
業
の
進
行
を
と
も
な
い
、
こ
の

局
地
内
分
業
に
も
と
ず
く
局
地
的
市
場
圏
の
芽
生
え

が
現
わ
れ
は
じ
め
た
」
　
（
三
六
頁
）
。
　
こ
の
一
宮
村

の
一
二
八
市
は
寛
政
期
に
は
「
舶
載
の
農
罵
が
集
っ
て

繰
綿
を
中
心
と
す
る
相
互
の
売
買
を
行
う
ほ
ど
の
広

い
市
場
圏
を
も
つ
局
地
的
市
場
に
発
展
し
」
　
（
六
二

頁
）
、
　
そ
れ
と
と
も
に
従
来
の
領
主
的
遠
隔
地
聞
商

贔
流
通
に
対
抗
し
つ
つ
在
郷
商
人
に
よ
．
る
農
畏
的
遠

隔
地
聞
商
品
流
通
が
進
展
す
る
。
文
政
・
天
保
期
に

は
綿
業
内
部
に
地
域
的
分
業
が
進
行
し
三
八
市
は

「
綿
作
．
綿
織
物
両
地
帯
の
中
間
に
位
置
し
、
こ
れ

ら
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
新
し
い
流
通
の
拠

点
と
な
り
、
綿
業
地
帯
全
体
の
中
心
地
と
し
て
、
　
一

層
発
展
」
　
（
七
〇
頁
）
し
、
　
「
天
保
頃
に
な
れ
ば
、

一
宮
村
の
三
八
市
を
中
心
と
す
る
局
地
的
市
場
圏
は

ほ
ぼ
完
成
」
　
（
一
＝
頁
）
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
展
に
よ
っ
て
領
主
的
商
贔
流
通
機

構
は
次
第
に
く
ず
れ
、
そ
の
再
編
成
が
進
行
す
る

（
第
四
節
）
。
こ
う
し
て
領
主
的
転
迷
流
通
機
構
と
農

民
的
商
品
流
通
機
構
の
対
抗
は
次
第
に
激
化
し
、
天

保
宋
の
国
産
会
所
設
立
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
す
る

が
、
在
郷
商
人
、
農
民
の
抵
抗
の
前
に
つ
い
に
失
敗

せ
ざ
る
を
え
な
い
（
第
五
節
）
。

　
つ
ぎ
に
第
二
章
で
は
生
産
面
か
ら
の
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
経
済
の
発
展
の
分
析
が
行
わ
れ
、
前
章
と
あ
わ
せ

て
生
産
・
流
通
両
面
の
分
析
が
果
さ
れ
る
。

　
元
禄
・
享
保
期
以
降
、
綿
作
の
普
及
と
と
も
に
綿

織
物
生
産
が
発
展
を
は
じ
め
、
天
明
年
閥
の
菅
大
臣

縞
の
移
殖
に
よ
っ
て
本
格
化
し
、
化
政
期
に
結
城
縞

が
高
機
と
と
も
に
移
殖
さ
れ
て
飛
躍
的
に
発
展
し
、

「
文
政
・
天
保
期
に
は
、
中
農
層
に
よ
る
綿
織
マ
ニ

ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
一
斉
に
展
開
せ
し
め
る
ほ
ど
の

発
展
段
階
に
達
し
た
」
（
一
六
四
頁
）
。
そ
の
後
、
「
開

港
に
よ
る
外
国
産
綿
糸
の
輸
入
は
、
在
来
の
綿
花
。

紹
糸
生
産
に
大
き
な
打
撃
を
あ
た
え
、
こ
れ
ま
で
の

繰
綿
や
紹
糸
の
流
通
を
混
乱
さ
せ
」
　
（
一
七
六
頁
）

る
が
、
　
「
こ
の
地
方
の
綿
織
業
は
、
こ
の
危
機
を
克

服
し
て
、
絶
対
王
制
下
に
あ
っ
て
も
明
治
初
年
に
は

順
調
な
発
展
を
つ
づ
け
」
（
「
七
八
頁
）
る
。

　
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
。
寄
生
地
主
制
成
立
の
条

件
と
し
て
、
第
　
に
籠
居
の
手
元
に
胚
芽
的
利
潤
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
過
程
は
第
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一
、
二
章
で
説
明
さ
れ
た
。
第
二
の
条
件
と
し
て
は

「
寄
生
地
主
制
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
小
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
経
済
の
よ
り
一
蓋
の
展
開
が
阻
止
さ
れ
た
と
き

に
、
そ
の
結
果
と
し
て
成
立
す
る
」
（
一
八
八
頁
）
。

絶
対
王
制
成
立
期
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
の
発
展

を
阻
止
す
る
条
件
（
限
界
）
は
、

一
、
封
建
地
代
の
重
さ
及
び
形
態

二
、
水
田
経
営
そ
の
も
の
の
技
術
的
条
件
（
水
や
山

　
な
ど
の
共
同
体
規
制
の
下
で
の
み
労
働
過
程
が
再

　
生
産
さ
れ
る
）

三
、
自
給
的
な
封
建
的
再
生
産
機
構
の
強
固
な
残
存

四
、
領
主
お
よ
び
特
権
商
人
に
よ
る
術
場
独
占

　
こ
う
し
た
阻
止
条
件
の
た
め
に
経
営
規
模
が
一
定

限
度
に
達
す
る
と
蓄
積
基
盤
の
移
行
が
起
っ
て
上
層

農
罠
は
寄
生
地
主
と
な
り
、
或
は
遠
隔
地
問
商
業
に

従
事
す
る
前
期
的
資
本
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

進
行
す
る
．
「
寄
生
地
主
化
の
過
程
に
最
後
の
仕
上
げ

を
し
た
の
が
、
明
治
絶
対
主
義
政
府
に
よ
る
殖
産
興

業
政
策
、
上
か
ら
の
塵
業
資
本
の
育
成
で
あ
る
」

（
一
九
㎝
頁
）
。

　
つ
ぎ
に
第
二
節
以
下
で
そ
の
実
証
が
行
わ
れ
る
。

　
文
政
・
天
保
期
以
降
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
中

心
的
損
手
で
あ
っ
た
マ
一
＝
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
上
層
や

在
郷
商
人
の
上
層
に
、
そ
の
経
営
を
拡
大
す
る
こ
と

な
く
、
　
遠
隔
地
閾
商
業
に
従
事
し
、
　
開
港
を
契
機

に
生
糸
商
な
ど
の
寄
生
的
性
格
の
強
い
営
業
に
転
換

し
、
土
地
集
積
を
す
す
め
、
或
は
藩
権
力
と
む
す
ん

で
特
権
化
し
て
ゆ
く
（
第
三
節
）
。
　
彼
等
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
る
明
治
初
年
の
三
八
市
に
お
け
る
商
品
流

通
は
、
　
「
局
地
的
市
場
と
し
て
下
か
ら
の
統
一
的
国

内
市
場
形
成
へ
の
硝
芽
を
み
せ
乍
ら
、
他
薦
巨
大
政

商
に
よ
る
上
か
ら
の
全
国
的
な
商
品
流
通
支
配
の
一

拠
点
」
　
（
二
五
〇
頁
）
と
な
っ
た
。

　
明
治
二
〇
年
代
に
絶
対
主
義
皇
族
に
よ
っ
て
上
か

ら
育
成
さ
れ
た
機
械
制
紡
績
業
を
は
じ
め
と
す
る
上

か
ら
の
資
本
主
義
が
確
立
し
、
下
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
発
展
を
完
全
に
圧
倒
し
て
し
ま
う
（
二
五
藁
～

八
頁
）
。
た
め
に
地
主
層
の
営
業
的
年
下
も
失
わ
れ
、

他
方
絶
対
主
義
政
府
に
よ
っ
て
彼
等
の
寄
生
地
主
と

し
て
の
地
位
が
保
障
さ
れ
た
結
果
、
　
「
明
治
二
、
三

　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も

○
年
代
に
、
制
度
と
し
て
の
寄
生
地
主
制
が
成
立
」

（
二
六
八
頁
）
す
る
。

　
以
上
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
つ
ぎ

に
本
書
の
基
本
的
論
点
に
つ
い
て
や
や
立
入
っ
て
検

討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
本
書
の
構
成
に
し
た

が
っ
て
、
い
ち
ば
ん
さ
き
に
あ
げ
た
二
つ
の
問
題
点

と
そ
の
前
提
と
し
て
の
封
建
的
再
生
産
機
構
の
三
点

に
問
題
を
し
ぼ
り
た
い
。

一
、
封
建
的
再
生
産
機
構
に
つ
い
て

　
両
氏
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
前
提
と
し
て
の
封

建
的
再
生
産
機
構
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
労
働
過
程
を
共
同
体
規
制
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

つ
つ
、
生
野
手
段
と
結
合
し
た
農
民
家
族
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る
小
農
民
経
営
が
、
生
産
面
か
ら
み
た
封
建

的
一
－
共
同
体
的
再
生
産
機
構
で
あ
る
」
（
一
〇
頁
）
。

「
消
費
面
に
お
い
て
も
、
日
常
必
需
品
の
大
半
は
個

々
の
農
家
経
済
の
内
部
で
自
給
自
足
さ
れ
、
残
り
の

部
分
も
共
同
体
を
単
位
と
し
て
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど

完
全
に
共
同
体
内
部
で
自
給
自
足
さ
れ
る
よ
う
な
体

制
が
と
と
の
っ
て
い
た
」
。
「
こ
れ
が
共
同
体
を
単
位

と
し
て
行
わ
れ
る
消
費
面
で
の
封
建
的
再
生
産
機
構

で
あ
る
」
　
（
一
一
頁
）
。

　
こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
封
建
的
再
生
産
機
構
は

小
農
民
経
営
と
そ
の
再
生
産
を
媒
介
す
る
共
同
体
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
、
封
建
的
土
地
所
有
は
全
く
捨
象

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
封
建
制
を
基
本
レ
的
に
特

徴
づ
け
る
も
の
が
封
建
的
土
地
所
有
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
封
建
的
土
地
所
有
を
捨
象
し
た
封
建
的
再

生
産
機
構
は
存
在
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
封
建
的
小

農
民
経
営
は
封
建
的
土
地
所
有
関
係
の
一
部
を
構
成

し
、
封
建
的
土
地
所
有
成
立
の
基
本
的
条
件
の
一
つ

で
は
あ
る
が
、
　
そ
れ
自
体
は
封
建
的
性
格
を
も
た
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償評と紹介

ず
、
逆
に
封
建
的
土
地
所
有
と
対
立
す
る
存
在
で
あ

る
。
相
対
立
す
る
相
互
規
定
的
存
在
が
封
建
的
土
地

所
有
と
小
農
民
経
営
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
は
じ
め
て
封
建
制
の
矛
盾
が
展
開
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
塩
沢
、
用
浦
両
氏
の
封
建
的
再
生
産
機

構
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
が
寄
生
地

主
制
を
説
明
す
る
う
え
で
も
欠
陥
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
寄
生
地
主
制
形
成
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
に

　
つ
い
て

　
A
局
地
的
市
場
と
農
民
的
商
品
経
済

　
三
八
市
を
中
心
と
し
た
流
通
面
か
ら
す
る
幕
宋
・

維
新
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
分
析
は
本
書
に
お

け
る
最
も
す
ぐ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
国
内
市
場
形
成

の
具
体
的
様
相
を
見
事
に
え
が
き
出
し
て
い
る
。
従

来
、
こ
の
分
野
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
こ

と
か
ら
い
っ
て
も
本
書
の
意
義
は
大
ぎ
い
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
ま
ず
最
初
の
問
題
と
関
連
し
て
両
氏

が
封
建
的
土
地
所
有
を
捨
象
し
た
封
建
的
再
生
産
機

構
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商
品
経
済
を
対
抗
さ
せ
た
た

め
に
、
領
主
的
商
品
流
通
が
論
理
的
に
ど
う
し
て
導

入
さ
れ
て
く
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
実
証
的
に
は

津
島
、
小
牧
市
が
「
隔
地
間
一
共
同
体
間
流
通
の
一

拠
点
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
」
．
（
二
六
頁
）
な
い
と
い
う

評
価
に
も
問
題
が
あ
る
。
寛
政
期
の
尾
張
平
野
の
全

域
に
わ
た
る
地
域
的
分
業
の
展
開
を
、
領
主
的
商
品

流
通
機
構
に
結
び
つ
く
も
の
（
一
共
同
体
聞
分
業
？
）

（
五
八
頁
）
と
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ぎ
に
「
寛
政
期

の
三
八
市
は
四
郡
の
農
民
が
集
っ
て
繰
綿
を
中
心
と

す
る
相
互
の
売
買
を
行
う
ほ
ど
の
広
い
其
場
圏
を
も

つ
局
地
的
甫
場
に
発
展
し
た
」
　
（
六
二
頁
）
と
し
て

こ
の
地
域
的
分
業
を
む
し
ろ
局
地
内
分
業
と
し
て
評

価
し
て
い
る
。
　
つ
ぎ
に
こ
の
時
期
に
現
わ
れ
る
農

民
的
遠
隔
地
間
商
品
流
通
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
一
方
で
「
こ
の
遠
隔
地
問
商
業
の
農
民
的
ル
ー

ト
の
開
拓
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
帯
の
綿
作
商
品
生
産

お
よ
び
こ
れ
を
契
機
と
す
る
厨
地
的
市
場
圏
の
拡
大

は
、
飛
躍
的
に
発
展
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
ト
（
六
四
頁
）
と
し
、
そ
う
し
た
遠
隔
地
間
流

通
を
担
当
す
る
在
郷
商
人
の
上
暦
を
「
農
民
的
商
品

流
通
の
中
核
」
　
（
二
五
〇
頁
）
と
評
価
し
な
が
ら
、

の
ち
に
は
そ
れ
を
「
周
地
的
市
場
圏
の
せ
ま
さ
、
す

な
わ
ち
共
同
体
の
残
存
を
前
提
と
す
る
遠
隔
地
商

業
」
　
（
二
二
四
頁
）
と
し
て
寄
生
地
主
制
成
立
の
第

一
の
過
程
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
最
初
に
封
建
的
土

地
所
有
を
捨
象
し
た
封
建
酌
再
生
産
機
構
と
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
商
品
経
済
（
一
局
地
的
市
場
）
を
基
本
的

に
対
抗
さ
せ
な
が
ら
、
第
一
章
章
五
節
で
は
領
主
的

商
品
流
通
機
構
と
農
民
的
商
品
流
通
機
構
（
こ
の
中

に
は
農
民
的
遠
隔
地
間
商
業
が
含
ま
れ
て
い
る
）
と

を
基
本
的
に
対
抗
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て

く
る
と
両
氏
は
封
建
的
土
地
所
有
を
捨
象
し
た
局
地

的
市
場
圏
の
理
論
と
、
封
建
的
土
地
所
有
を
導
入
し

た
う
え
で
成
立
す
る
領
主
的
商
品
流
通
と
農
振
的
商

品
流
通
の
対
抗
の
理
論
と
を
、
無
媒
介
的
に
混
用
す

る
と
い
う
誤
ま
り
を
お
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
B
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

　
本
書
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
研
究
に
関
す
る
第

二
の
功
績
は
綿
織
物
部
門
に
お
い
て
幕
末
に
マ
一
＝

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
広
汎
な
展
開
を
実
証
し
た
こ
と
で

あ
る
。
幕
末
。
維
薪
期
の
国
内
市
場
に
お
い
て
最
も

大
き
な
地
位
を
占
め
る
工
業
部
門
は
綿
織
物
業
で
あ

る
が
、
従
来
多
く
の
マ
ニ
ェ
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ

な
が
ら
も
、
綿
織
物
部
門
に
お
い
て
幕
末
に
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
広
汎
な
展
開
が
実
証
さ
れ
た
こ
と

は
一
度
も
な
か
っ
た
（
そ
れ
が
幕
末
マ
ニ
ュ
段
階
否

定
論
の
有
力
な
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
）
。
　
そ

う
し
た
点
か
ら
い
っ
て
本
書
は
幕
末
・
維
新
期
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
研
究
の
上
で
画
期
的
な
も
の
と
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い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
し
か
し
天
保
期
の
綿
織
物
業
に
つ
い
て
「
当
時
、

こ
の
地
方
で
は
内
機
を
主
と
す
る
経
営
形
態
が
支
配

的
で
あ
っ
た
」
　
（
一
五
二
頁
）
こ
と
は
、
す
で
に
林

英
夫
氏
の
実
証
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
（
「
近

世
宋
期
に
お
け
る
尾
．
西
綿
織
物
の
展
開
過
程
－
経
営

形
能
幽
を
中
心
と
し
て
i
」
社
会
経
済
史
学
二
二
の

五
・
六
）
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
林
氏
の
よ
う

に
当
時
の
マ
一
＝
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
展
開
を
否
定
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の

歴
史
的
形
態
を
中
心
的
作
業
場
の
周
辺
に
広
汎
な
資

本
主
義
的
家
内
労
働
を
外
業
部
と
し
て
組
織
し
、
そ

の
全
体
に
経
営
内
分
業
を
展
胴
す
る
も
の
と
し
て
と

ら
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
内
機
と
出
機
を
対
立
的

に
と
ら
え
る
こ
と
自
体
が
誤
ま
り
で
あ
る
と
い
え
よ

k
ノ
。

　
つ
ぎ
に
天
保
以
降
の
出
機
の
増
大
に
つ
い
て
は
、

林
氏
は
「
内
寸
中
心
経
営
か
ら
出
機
中
心
経
営
へ
の

推
転
」
を
結
論
し
て
い
る
し
、
両
氏
も
出
機
の
増
大

を
寄
生
地
主
制
成
立
の
一
つ
の
伏
線
と
し
て
い
る

が
、
こ
の
点
は
史
料
的
に
か
な
り
問
題
が
あ
る
。

　
第
一
に
林
氏
の
示
し
て
い
る
慶
応
三
年
の
内
面
台

数
は
公
認
さ
れ
た
織
機
台
数
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
に

隠
場
が
相
当
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
天
保
一

二
年
に
は
公
認
の
織
機
台
数
は
九
三
台
で
あ
る
が
実

際
に
は
二
〇
〇
台
に
の
ぼ
る
織
機
が
存
在
し
、
公
認

さ
れ
た
も
の
で
は
最
大
の
経
営
は
四
台
で
あ
る
が
実

際
に
は
五
台
以
上
の
経
営
が
一
二
戸
も
あ
り
、
織
機

台
数
の
六
割
以
上
を
有
し
て
い
る
（
天
保
十
二
年
織

屋
機
最
期
書
付
）
。
　
こ
う
し
た
場
合
公
認
さ
れ
た
織

機
台
数
か
ら
生
産
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
林
氏
の
慶
応
三
年
の
「
結
城
桟
留
縞
改
印

請
取
帳
」
と
「
印
料
書
上
」
の
整
理
（
両
氏
も
そ
れ

に
よ
っ
て
い
る
の
だ
が
）
は
、
誤
ま
り
が
あ
り
、
生
産

額
、
生
産
形
態
と
も
に
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
生
産
総
額
は
史
料
で
知
り
う
る
限
り
は
二
〇

六
四
三
反
で
な
く
二
二
五
七
六
反
で
あ
り
、
し
か
も

こ
れ
は
一
〇
～
一
二
月
分
に
つ
い
て
は
不
完
全
で
あ

る
。
生
産
形
態
に
つ
い
て
も
全
体
で
出
機
、
他
領
出

機
、
他
領
買
入
、
仲
買
は
八
八
七
七
反
で
あ
り
内
機

は
一
二
二
三
一
反
で
あ
る
。
五
〇
〇
反
以
上
の
経
営

に
つ
い
て
い
え
ば
出
機
生
産
の
み
は
山
川
茂
兵
衛
、

円
蔵
、
善
右
衛
門
の
三
人
の
み
で
他
の
一
二
人
目
い

ず
れ
も
内
機
生
産
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料

的
検
討
に
よ
れ
ば
、
天
保
以
降
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

ュ
ア
の
衰
退
一
繊
機
の
増
大
は
実
証
さ
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

三
、
寄
生
地
主
制
成
立
の
条
件
に
つ
い
て

　
寄
生
地
主
制
成
立
の
条
件
と
し
て
第
一
に
封
建
地

代
を
あ
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
両
氏
の

理
論
設
定
に
お
い
て
封
建
的
土
地
所
有
が
捨
象
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、
論
理
的
に
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
、

封
建
地
代
が
突
然
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
封
建
地
代
が
経
済
史
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い

し
、
封
建
地
代
が
如
何
に
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展

を
阻
止
し
た
か
と
い
う
実
註
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ

ぎ
に
稲
作
経
営
の
維
持
に
よ
る
自
給
的
再
生
産
機
構

の
残
存
に
つ
い
て
も
、
そ
の
実
証
は
み
ら
れ
ず
、
逆

に
稲
作
経
営
に
お
い
て
も
商
品
生
産
の
発
展
が
天
保

期
に
は
は
っ
き
り
み
ら
れ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い

る
（
一
〇
三
～
一
一
頁
）
Q

　
ま
た
寄
生
地
主
制
成
立
の
要
因
の
う
ち
の
最
初
の

四
つ
は
い
ず
れ
も
封
建
制
乃
至
共
同
体
の
残
存
に
よ

る
説
明
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
最
後
の
上
か
ら
の
資

本
主
義
の
強
行
は
、
そ
れ
ら
と
全
く
異
質
的
な
要
因

で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
上
か
ら
の
資
本
主
義

も
資
本
主
義
に
は
ち
が
い
な
い
か
ら
、
資
本
主
義
の

未
発
達
な
条
件
と
資
本
・
主
義
の
発
達
し
た
条
件
と
が

同
じ
寄
生
地
主
制
成
立
の
要
因
と
し
て
充
分
統
一
的

に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
両

氏
は
そ
れ
を
上
昇
転
化
の
理
論
と
し
て
統
一
さ
れ
よ
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書評と紹介

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
）
。
　
も
・
ブ
少
し
云
い
直
せ

ば
、
最
初
の
四
つ
の
要
因
は
寄
生
地
主
制
の
世
界
史

的
段
階
規
定
の
面
か
ら
す
る
説
明
で
あ
る
し
、
上
か

ら
の
資
本
主
義
は
特
殊
日
本
的
な
資
本
主
義
の
型
の

徳
か
ら
の
説
明
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
の
説
明
が
充

分
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
惣
じ
て
更
生
地
主
制
の
二
つ
の
問
題
点
の
う
ち
第

一
の
問
題
に
つ
い
て
は
非
常
に
す
ぐ
れ
た
実
証
を
さ

れ
て
い
る
が
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
の
実
証
が
そ
れ

に
く
ら
べ
る
と
弱
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
以
上
本
書
に
つ
い
て
の
私
の
疑
問
を
い
く
つ
か
述

べ
て
き
た
が
、
両
氏
の
寄
生
地
主
制
論
の
意
義
を
一

言
に
し
て
い
え
ば
、
多
く
の
欠
陥
を
も
つ
に
も
か
か

わ
ら
ず
寄
生
地
主
制
形
成
期
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展

を
み
と
め
る
立
場
か
ら
の
、
理
論
と
実
証
を
と
も
な

う
一
つ
の
体
系
を
も
つ
た
最
初
の
畢
生
地
主
制
論
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
両
氏
が
今
後
研
究
を
お
し
す
す
め
、
こ
の
立
場
に

立
つ
寄
生
地
主
制
論
を
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

つ
つ
私
の
つ
た
な
い
紹
介
と
批
評
を
お
わ
る
こ
と
と

し
た
い
。
（
お
茶
の
水
書
房
発
行
　
定
価
四
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
中
村
　
哲
i

山
田
憲
太
郎
著

東
西
香
地
史

　
本
書
は
現
在
我
国
に
於
け
る
東
西
香
薬
量
研
究
の

権
威
者
た
る
山
勘
憲
太
郎
博
士
が
、
こ
れ
ま
で
に
著

わ
さ
れ
た
関
係
諸
論
考
を
消
化
し
、
進
展
さ
せ
て
再

凝
固
せ
ら
れ
た
成
果
に
外
な
ら
な
い
。

　
本
書
の
構
成
は
、
エ
「
緒
論
、
眠
薬
」
工
「
古
代

泰
西
肉
桂
史
」
皿
「
龍
涯
香
史
序
説
」
W
「
明
治
前

日
本
香
料
史
」
の
各
篇
を
以
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、

「
以
上
の
各
篇
は
一
見
独
立
し
て
関
連
性
が
無
い
よ

う
で
あ
る
が
、
東
西
両
世
界
の
香
薬
に
対
す
る
歴
史

上
の
根
本
的
な
態
度
を
知
り
、
商
品
と
し
て
存
在
し

た
香
気
の
源
流
を
は
っ
き
り
し
ょ
う
と
す
る
も
の

で
、
そ
こ
に
は
一
貫
し
た
つ
な
が
り
が
あ
る
。
」
　
し

か
し
て
そ
こ
に
取
扱
わ
れ
る
香
薬
は
西
南
ア
ジ
ア
の

乳
香
・
没
薬
。
U
田
げ
鳥
簿
P
匡
露
・
イ
ン
ド
の
胡
椒
・

O
o
ω
ε
ω
。
甘
松
香
・
切
島
Φ
臣
臼
β
・
東
ア
ジ
ア
の
丁

香
・
龍
脳
・
沈
香
・
鵬
香
加
ど
で
あ
っ
て
、
世
界
の

主
要
な
毒
薬
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
い

る
。
本
書
が
上
掲
の
如
き
数
篇
の
特
殊
な
研
究
論
文

の
合
成
で
あ
り
な
が
ら
、
立
派
に
「
東
西
香
薬
史
」

と
し
て
存
在
価
値
を
も
つ
所
以
で
あ
る
。

　
以
下
、
一
々
の
各
篇
に
つ
い
て
触
れ
て
行
く
こ
と

と
す
る
。

　
先
ず
、
工
、
　
「
緒
論
、
香
薬
扁
で
は
、
歴
史
上
の

香
薬
に
つ
い
て
起
源
よ
り
説
き
起
し
、
そ
の
使
用
に

於
け
る
用
途
（
焚
香
料
・
調
味
料
・
化
粧
料
）
・
意

義
に
つ
い
て
、
従
来
の
考
え
方
を
批
判
反
省
し
、
一

層
そ
の
理
解
を
明
確
に
さ
れ
ん
と
す
る
。
本
篇
の
通

読
に
よ
り
、
史
上
の
香
薬
に
関
す
る
概
略
の
知
見
を

得
、
後
続
各
篇
を
読
む
た
め
の
予
備
知
識
を
与
え
ら

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　
所
で
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
香
々
と
は
「
香
気
と
味

（
刺
激
）
の
い
ず
れ
か
を
主
体
と
し
て
薬
物
上
の
効

能
を
従
と
し
、
三
者
を
兼
ね
る
も
の
」
を
称
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
一

言
し
た
い
。
そ
れ
は
身
代
の
中
国
に
於
い
て
官
に
設

　
　
　
　
　
む
　
　
　
ロ

け
ら
れ
た
「
香
薬
庫
」
で
は
、
門
宋
会
誌
言
偏
や
「
宋

史
」
な
ど
に
徴
せ
ら
れ
る
如
く
、
必
ら
ず
し
も
前
記

の
よ
う
な
狭
義
の
香
薬
に
限
ら
ず
、
南
海
よ
り
輸
入

の
犀
象
宝
石
の
類
を
も
取
扱
わ
れ
て
居
り
、
こ
の
場

合
の
「
製
薬
」
は
前
記
の
香
薬
よ
り
も
広
義
に
解
せ

ら
れ
よ
う
。
尤
も
こ
れ
は
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
に
於
い
て
も
、
か
か
る
広
義
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
よ
り
、
逆
に
、
香
薬
が
当
時
の
南
海
貿
易

に
於
い
て
い
か
に
圧
倒
的
地
位
を
占
め
て
い
た
か
を
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