
紹
介
と
批
判
を
連
ね
て
き
た
。
特
に
三
つ
の
疑
問
点
が
本
書
の
誤
読
か
ら
生
じ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
甚
だ
申
訳
の
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
本
書
の
日
本
古

代
拠
の
理
論
的
な
研
究
に
お
い
て
占
め
る
風
脚
を
璽
視
す
る
が
故
に
、
率
直
な

疑
問
の
提
禺
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
著
看
な
ら
び
に
大
方
の
御
教
示
を
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
（
一
九
五
九
・
六
・
六
）

（
A
5
無
口
ニ
ニ
頁
　
昭
和
三
三
年
一
一
月
　
御
茶
の
水
雲
二
房
発
行
　
定
備
三

五
〇
円
）安

藤
精
一
著

近
世
在
方
商
業
の
研
究

原
　
田
　
伴
　
彦

　
戦
後
に
お
け
る
社
会
経
済
史
の
研
究
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
と
く
に

近
世
の
農
村
の
分
野
に
お
い
て
そ
れ
が
著
し
か
っ
た
。
こ
こ
数
年
、
近
世
史
関

係
の
学
術
論
文
が
、
毎
年
五
百
篇
前
後
に
及
ぶ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
大
半
が

農
科
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
農
村
史
の
研
究
で
従
来
い
ち
ば
ん
中
心
と
な
っ
た
の
は
封
建
酌

陰
営
農
の
形
成
の
問
題
と
、
そ
の
解
体
を
め
ぐ
る
審
生
地
主
制
の
成
立
な
ら
び

に
農
民
闘
争
な
ど
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
さ
い
き
ん
と
く
に
注
匿
を

あ
び
は
じ
め
た
の
が
、
封
建
農
村
の
解
体
過
程
に
お
け
る
商
品
流
通
の
展
開
の

間
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
農
村
に
お
け
る
商
撮
流
通
の
展
開
が
、
封
建

饅
村
の
み
な
ら
ず
、
封
建
制
全
般
を
揺
が
す
も
の
と
し
て
の
観
点
か
ら
の
農
村

史
の
研
究
は
、
実
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
か
ら
、
基
本
的
な

課
題
と
し
て
た
え
ず
注
巨
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
農
民

駒
商
品
経
済
あ
る
い
は
在
郷
商
人
の
動
向
の
究
明
が
、
理
論
的
に
も
要
講
さ
れ
、

そ
の
研
究
も
ぼ
つ
ぼ
つ
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
、
基
礎
的
な
実
証
的
な
研
究
、
と
く
に
三
国
的
視
野
か
ら
の
考
察
が
ほ
と

ん
ど
実
質
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
我
々
を
し
て
、
は
な
は
だ
隔
靴
掻
痒
の
感

を
抱
か
し
め
て
い
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
当
っ

て
、
安
藤
氏
の
近
世
在
方
商
業
に
つ
い
て
の
大
著
を
得
た
こ
と
は
、
非
常
な
喜

び
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
数
年
前
か
ら
和
讃
山
大
学
の
機
関
誌
q
経
済

理
論
』
を
中
心
と
し
て
、
岡
．
史
学
雑
誌
』
『
日
本
史
研
究
』
な
ど
に
、
在
方
商
業

に
関
す
る
精
緻
な
力
篇
を
、
次
々
と
精
力
的
に
発
表
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
請
論
稿
を
基
礎
に
さ
ら
に
多
く
の
筆
を
加
え
て
、
近
世
在
方
商
業
に

つ
い
て
の
一
応
の
帰
結
と
見
透
し
を
一
本
に
集
大
成
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
の
上
粋
を
個
人
的
に
も
最
も
待
望
し
て
い
た
一
人
と
し
て
、
そ
の
刊
行
を

祝
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
紹
介
を
行
い
た
い
と
思
う
。

　
本
露
は
、
第
一
章
「
序
説
」
、
第
二
章
「
近
世
初
期
の
在
方
商
業
と
特
糧
商

業
」
、
第
三
章
「
近
世
在
方
商
業
の
展
閥
」
、
第
四
章
「
在
方
商
業
の
発
達
と
町

方
商
業
と
の
関
係
し
、
第
五
惣
門
近
世
に
お
け
る
在
方
商
業
論
」
、
第
六
章
「
結

論
」
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
氏
が
特
に
力
を
注
が
れ
た
の
が
、
本
書
の
穿
下
分

の
三
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
る
第
三
章
及
び
第
四
章
で
あ
っ
て
、
農
斑
の
商
人
化

と
、
在
方
商
業
の
発
達
と
町
方
商
業
の
対
立
と
い
う
、
二
点
を
中
心
に
、
在
方

商
業
に
つ
い
て
の
詳
細
な
基
礎
的
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
つ
第
二
章
「
近
世
初
期
の
在
方
商
業
と
特
権
商
業
漏
は
、
近
世
封
建
敏
会
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の
成
立
当
初
の
在
方
商
業
の
状
態
を
、
領
主
の
盛
業
政
策
を
通
じ
て
検
討
し
た

も
の
で
、
農
畏
の
商
人
化
お
よ
び
在
方
商
業
に
対
す
る
禁
園
は
封
建
社
会
の
原

則
的
な
理
念
で
あ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
は
、
近
世
封
建
社
会
は
あ
る
程
度
の

商
品
流
通
の
展
開
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
封
建
領
主
も
在
町
の
設

定
あ
る
い
は
特
権
的
な
在
方
商
人
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
雍
情
、
さ
ら
に

在
方
商
業
の
禁
止
が
特
に
厳
重
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
近
世
中
期
以
降
の
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
初
期
以
来
の
特
殊
な
形
態

の
特
権
的
在
論
万
商
業
と
し
て
、
地
域
的
、
由
緒
的
、
座
的
な
も
の
の
一
工
者
を
分

類
し
、
地
域
的
な
も
の
と
し
て
、
新
田
村
の
特
権
の
例
や
在
町
設
定
を
挙
げ
、

由
緒
的
な
も
の
と
し
て
甲
州
九
一
色
郷
の
場
合
を
考
察
し
、
座
的
な
も
の
と
し

て
、
紀
北
の
賎
民
部
落
の
蝋
皮
及
び
霊
踏
直
し
の
商
工
業
を
述
べ
て
い
る
。
と

く
に
最
後
の
も
の
は
、
さ
い
き
ん
漸
く
研
究
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
、
未
解

放
部
落
の
歴
史
の
、
と
く
に
農
村
商
工
業
の
実
態
を
泳
す
も
の
と
し
て
、
注
回

す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
王
章
「
近
世
在
方
商
業
の
展
開
」
は
五
節
か
ら
成
り
、
在
方
商
樂
を
広
嚢

に
在
方
で
行
わ
れ
る
商
業
と
理
解
し
、
「
在
方
の
衛
鳳
、
　
「
在
方
小
商
業
」
、
「
在

出
商
業
」
、
　
「
農
民
的
晶
晶
生
産
と
結
び
つ
い
た
狭
義
の
在
方
商
業
」
、
そ
し
て

最
後
に
「
在
方
商
人
化
の
傾
向
」
に
つ
い
て
、
広
汎
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
第
一
節
の
在
方
の
市
で
は
、
東
北
・
関
東
・
中
部
・
近
畿
・
中

国
・
九
州
の
諸
地
域
に
分
け
て
、
そ
の
盛
衰
を
詳
し
く
展
望
し
、
大
づ
か
み
に

見
れ
ば
、
近
世
在
方
習
業
に
占
め
る
市
の
役
割
は
一
般
的
に
い
っ
て
支
配
的
で

な
く
、
先
進
地
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
在
町
を
申
心
に
局
地
的
市
場
圏
が
形
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
後
進
地
に
市
の
残
存
の
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
県
界
し
て
い

る
。
こ
の
近
世
農
村
の
市
の
概
観
は
、
従
来
そ
の
整
理
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
て

い
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
こ
の
方

面
の
研
究
の
進
化
に
資
す
る
こ
と
多
大
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
第
二
節
で
は
、
農

民
の
消
費
面
に
関
係
す
る
在
方
小
商
業
と
し
て
、
農
畏
の
無
常
生
活
必
需
品
を

販
売
す
る
貧
農
の
小
商
業
が
近
世
中
期
か
ら
次
第
に
顕
著
に
な
っ
た
点
を
、
加

賀
・
岡
山
・
津
山
・
鳥
取
・
長
州
の
諸
藩
を
中
心
に
考
究
し
、
こ
れ
ら
「
ざ
る

ふ
り
商
人
」
の
増
大
が
、
農
民
の
土
地
か
ら
の
離
脱
と
そ
の
毒
心
化
を
招
く
と

と
も
に
、
農
村
奉
公
人
の
不
足
と
い
う
現
象
と
か
ら
み
あ
っ
て
、
封
建
制
の
基

礎
を
な
す
農
業
経
営
に
支
障
を
き
た
す
に
至
っ
た
事
情
を
説
明
し
た
も
の
で
あ

る
。
第
三
節
の
輩
出
商
業
は
、
農
村
の
「
ざ
る
ふ
り
」
に
対
比
さ
れ
る
都
市
の

小
商
人
の
在
方
へ
の
ざ
る
ふ
り
商
業
を
扱
っ
た
も
の
．
澗
山
・
鳥
取
・
長
州
藩

な
ど
を
中
心
に
考
察
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
在
撮
商
人
は
、
町
方
商
人
の
階

層
分
化
の
結
果
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
蒔
に
、
農
民
が
町
方
に
出

て
小
商
人
化
し
た
も
の
も
あ
る
こ
と
、
と
く
に
こ
の
後
者
が
在
方
に
お
い
て
問

題
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
四
節
に
至
っ
て
、

在
方
商
業
の
中
心
命
題
で
あ
る
狭
義
の
在
方
商
業
の
問
題
が
、
潴
賀
藩
・
紀
州

地
方
・
岡
由
藩
・
津
山
藩
・
鳥
取
藩
な
ど
の
事
例
を
通
じ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
近
世
中
期
以
降
の
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
の
発
展
と
そ
れ
に

対
応
す
る
在
方
商
人
の
動
向
、
さ
ら
に
在
方
の
商
品
流
通
の
形
態
、
町
方
商
人

や
三
都
商
人
あ
る
い
は
近
江
商
人
と
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
に
伴
う
諸
藩
の
商
業

統
翻
の
方
策
な
ど
が
、
種
々
の
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
最
後
の
第
五
節
で
は
、

在
方
商
人
化
の
一
般
的
傾
向
に
つ
い
て
、
農
罠
的
蒲
品
生
産
の
発
展
・
在
方
商

人
履
の
成
長
・
農
民
の
消
費
に
関
す
る
夕
山
力
商
業
の
展
開
と
い
う
一
二
者
の
結
び

つ
き
を
指
標
と
し
て
、
先
選
地
・
中
間
地
・
後
進
地
の
特
色
に
対
す
る
展
望
が

行
わ
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
在
方
繭
業
展
開
の
過
程
を
ふ
ま
え
て
、
在
方
商
業
の
発

展
と
町
方
商
業
と
の
対
立
関
係
を
詳
論
に
検
討
し
た
の
が
第
四
章
で
あ
る
。
け

だ
し
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
都
市
と
農
村
と
の
分
離
・
対
立
は
全
経
済
史
を
要

約
し
う
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
が
、
著
者
は
こ
の
観
点
か
ら
、
近
世
初
頭
に
町
方

と
在
方
の
分
離
が
実
施
さ
れ
、
町
方
商
業
の
保
護
と
原
期
的
に
は
在
方
商
業
が

禁
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
中
期
以
後
は
、
在
方
商
業
が
、
い
つ
ま
で

も
特
権
的
な
町
方
商
業
の
支
配
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
は
対
立
関
係
に

入
り
、
つ
い
に
町
方
商
業
を
衰
微
さ
せ
て
幕
末
に
至
る
過
程
を
、
豊
憲
な
史
料

を
駆
使
し
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
考
察
の
対
象
と
な
っ
た
地
域
は
、
越
後
で
は

長
岡
藩
・
村
上
藩
及
び
小
千
谷
地
方
、
信
濃
で
は
上
田
藩
及
び
善
光
寺
宿
、
紀

州
で
は
、
橋
本
町
と
田
辺
藩
、
さ
ら
に
津
山
二
死
取
・
中
津
・
仙
台
・
加
賀
・

岡
山
・
宇
和
島
の
諸
藩
の
広
汎
な
純
囲
に
亘
っ
て
い
る
。
各
地
域
の
歴
史
的
客

観
的
条
件
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
立
の
展
開
過
程
は
必
ず
し
も
同
一
で

は
な
い
が
、
ほ
ぼ
対
立
の
表
面
化
す
る
時
期
は
、
享
保
及
び
享
保
を
や
や
す
ぎ

る
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
町
方
の
特
権
的
な
商

業
組
織
が
新
し
い
段
階
の
商
晶
生
産
・
商
品
流
通
に
適
合
し
な
く
な
り
、
ま
た

こ
れ
に
対
す
る
領
主
側
の
対
応
策
も
、
例
外
な
く
消
極
的
で
あ
り
、
町
方
商
樂

が
在
方
商
業
に
圧
倒
さ
れ
て
行
く
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ

と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
在
方
商
業
の
発
展
が
町
方
商
業
と
対
立
す
る
こ

と
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
i
…
例
え
ば
、
在
方
商
人
が
や
が
て
領
主
的
野
鋼

の
枠
に
組
込
ま
れ
彼
等
が
農
民
経
済
の
発
展
の
芽
を
摘
み
と
る
封
建
的
収
奪
者

と
な
る
と
い
う
説
、
在
方
商
人
も
結
局
は
領
主
的
支
配
を
凌
い
で
伸
張
し
て
き

た
新
し
い
都
市
資
本
に
及
び
え
な
か
っ
た
と
い
う
説
、
あ
る
い
は
、
在
方
商
人
の

戒
長
は
都
市
商
人
と
の
基
本
飾
な
対
抗
関
係
に
進
ま
ず
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
特

権
的
買
占
商
人
の
一
構
造
部
分
と
し
て
の
糟
対
的
構
立
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
説
、

等
々
の
見
解
に
対
し
て
、
著
者
は
批
到
を
煽
え
、
在
方
商
人
が
、
町
方
盛
人
の

支
配
す
る
旧
特
権
的
な
流
通
組
織
を
打
破
し
て
ゆ
く
面
で
、
町
方
商
業
と
鋭
く

対
立
す
る
と
「
い
う
こ
と
を
、
具
体
酌
な
実
証
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

本
書
の
中
心
的
テ
ー
マ
を
な
す
も
の
で
、
頗
る
注
冒
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
と

い
え
る
。

　
繁
五
章
の
「
近
世
に
お
け
る
在
方
商
業
論
」
は
、
元
禄
享
保
期
か
ら
、
当
時

の
識
者
が
、
封
建
支
配
の
矛
盾
酌
存
在
と
し
て
登
場
す
る
在
方
商
業
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
た
か
を
、
論
じ
た
も
の
で
、
在
方
商
業
の
肯
定
論

に
つ
い
て
は
、
商
品
流
通
の
矛
盾
が
ま
だ
顕
在
化
し
な
か
っ
た
中
期
頃
に
多
く
、

論
渚
は
農
民
的
立
場
に
立
つ
側
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
否
定
論
は
、
農
民
層

分
解
が
進
行
し
、
身
分
制
が
崩
れ
て
行
く
天
明
期
以
降
に
、
領
主
的
立
場
に
立

つ
も
の
に
よ
っ
て
多
く
出
さ
れ
て
い
る
点
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
六

章
「
結
論
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
の
総
括
を
行
う
と
と
も
に
、
著
噺
の
今
後

の
研
究
を
進
め
る
た
め
の
試
論
と
し
て
、
若
干
の
意
見
を
開
陳
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
主
要
な
点
は
、
近
世
封
建
縫
会
の
崩
壊
過
程
を
め
ぐ
っ
て
、
封
建
的

な
漁
を
強
調
す
る
立
場
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
爾
を
高
く
評
価
す
る
見
解
の
対
立

に
関
し
て
、
著
者
は
、
封
建
的
な
停
滞
的
な
性
格
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
後
れ
た
制

約
を
認
め
つ
つ
も
、
近
世
中
期
以
降
、
特
に
幕
末
期
州
は
、
前
期
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
な
性
格
を
も
ち
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、
著
者
は
、
e
マ
ル
ク
ス
の
近
世
日
本
に
つ
い
て
の
純
粋
封
建
節
会
と
す

る
規
定
や
、
最
近
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
大
塚
久
雄
氏
の

遠
隔
地
間
商
業
と
局
地
的
市
場
圏
の
理
論
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま
機
械
酌
に
近
世

日
本
に
適
用
し
て
、
近
世
日
本
の
商
最
流
通
は
遠
隔
地
聞
商
品
流
通
が
支
配
豹

138 （604）

》
－



で
あ
っ
て
、
局
地
酌
市
場
繍
M
を
ほ
と
ん
ど
欠
如
し
た
と
し
て
、
封
建
的
性
格
を

強
く
主
張
す
る
学
説
に
対
し
て
、
多
大
の
疑
問
を
提
出
し
、
◎
こ
れ
に
関
連
し

て
、
封
建
的
共
同
体
を
掘
崩
し
て
ゆ
く
局
地
内
の
商
品
流
通
の
展
躍
や
、
土
地

か
ρ
2
切
り
蝋
離
さ
れ
た
日
傭
労
働
春
雇
の
嶺
境
な
ど
、
近
代
的
方
向
へ
の
苅
芽
を

注
臼
し
て
、
㊨
そ
れ
と
と
も
に
在
方
商
入
の
寄
生
地
主
化
を
過
大
評
価
す
る
考

え
方
に
も
反
対
の
意
向
を
表
明
し
て
い
る
。

　
以
上
が
本
書
の
内
容
の
梗
概
で
あ
る
。
四
百
二
十
頁
余
に
上
る
力
作
の
全
く

の
麓
筋
の
説
明
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
纒
め
て
実
証

的
な
着
実
な
研
究
で
あ
っ
て
、
天
中
す
べ
て
豊
富
な
具
体
的
史
斜
に
充
ち
溢
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
達
者
の
一
応
の
結
論
の
出
し
方
は
極
め
て
慎
重

で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
盛
大
な
具
体
的
な
事
実
を
以
て
結
論
を
語
ら
し
め
て
い
る

観
が
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
の
中
心
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
在
方
商
業
と
町
方

商
業
の
対
立
の
問
題
や
、
農
畏
の
商
人
化
の
進
行
に
伴
っ
て
輻
に
お
い
て
も
深

さ
に
お
い
て
も
在
方
商
贔
流
通
の
発
展
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
封
建

的
停
滞
性
論
へ
の
挑
判
の
如
き
も
、
恣
意
酌
、
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、

事
実
の
実
証
的
裏
付
け
を
も
つ
、
き
わ
め
て
説
得
性
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
本
書
に
お
い
て
’
貫
し
た
威
流
と
な
っ
て
い
る
農
民
の
商
人
化
、
在
方
商

人
の
発
展
、
そ
れ
の
町
方
商
業
と
の
対
立
、
特
権
的
町
方
商
業
の
衰
退
、
ひ
い

て
は
封
建
的
諸
関
係
の
動
揺
を
も
た
ら
す
在
方
晦
業
の
意
義
の
積
極
的
評
価
と

い
う
、
碧
者
の
論
点
に
つ
い
て
、
異
論
あ
る
人
も
少
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

す
く
な
く
と
も
そ
の
異
論
の
呈
出
は
、
範
疇
論
的
な
い
た
ず
ら
な
空
論
的
議
論

で
は
な
く
し
て
、
本
書
に
匹
回
す
る
具
体
酌
導
爆
の
検
証
を
以
て
行
わ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
さ
え
思
お
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
は
広
汎
な
地
域
に

豊
る
考
禦
で
あ
る
が
、
限
ら
れ
た
諸
藩
を
対
象
と
し
て
お
り
、
ま
た
藩
を
単
位

と
す
る
鳥
鰍
醜
考
察
を
多
く
含
み
、
上
か
ら
の
藩
政
史
料
を
中
心
と
し
た
と
い

う
史
料
醜
二
二
も
あ
ウ
、
三
都
や
先
進
薗
経
済
都
市
を
倉
む
諸
地
域
に
お
け
る

町
方
と
在
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
点
に
も
、

論
及
の
幾
遍
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
本
馨
の
も
つ
備
値

は
、
盗
読
在
方
商
業
に
関
す
る
最
初
の
包
揺
的
且
つ
系
統
的
な
集
成
と
し
て
頗

る
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
従
来
、
我
々
が
漠
然
と
捉
え
て
い
た
在
方
商
業
の

実
態
は
、
こ
こ
に
確
固
と
し
た
気
脈
と
豊
か
な
肉
付
け
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え

よ
う
。
近
世
の
商
業
史
は
、
こ
れ
ま
で
都
衛
の
面
に
お
い
て
は
、
宮
本
又
次
氏

ら
諸
先
学
に
よ
っ
て
高
い
水
準
に
引
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
農
村
の
麟
に

お
け
る
総
括
的
検
討
は
、
今
後
、
本
書
を
新
し
い
礎
石
と
し
て
進
め
ら
れ
ね
ぽ

な
ら
ぬ
、
と
い
っ
て
必
ず
し
も
欝
い
過
ぎ
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
町
方
と

在
方
の
商
業
的
対
立
に
関
し
て
は
、
螂
市
の
分
野
か
ら
す
る
検
討
も
必
要
で
あ

り
、
十
八
世
紀
中
葉
以
降
の
都
市
々
況
の
停
滞
、
町
方
商
業
の
萎
縮
は
、
在
方

商
業
の
発
展
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
諸
要
塞
、
例
え
ば
、
領
主
財
政
の
破
綻
、

武
士
生
活
の
窮
迫
に
よ
る
都
衛
消
費
市
場
の
狭
険
化
、
都
市
商
業
へ
の
課
税
的

圧
迫
、
ギ
ル
ド
酌
独
占
に
伴
う
市
場
の
動
脈
硬
化
酌
現
象
の
発
生
、
等
々
を
も

考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
も
含
め
て
、
町
方
在
方
を
包
括
す
る
近

琶
後
期
市
場
構
造
に
関
す
る
よ
り
高
度
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
黙
考
も
序

交
で
、
今
後
は
在
方
に
お
け
る
商
事
生
産
と
流
逼
そ
の
も
の
の
考
察
の
深
化
、

さ
ら
に
町
方
を
含
め
て
の
商
品
流
漁
二
般
の
諸
闘
題
の
考
究
に
歩
を
進
め
た
い

と
断
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
、
著
者
の
今
後
の
研
鑓
を
得

塑
し
て
、
蕪
雑
な
紹
介
を
終
る
次
第
で
あ
る
。
．
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