
及
び
三
間
伝
承
に
眼
を
注
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
…
…
た
だ
遺
憾
な
事
に
は
、

擦
分
は
こ
う
し
た
資
麟
や
伝
承
を
誤
り
な
く
使
用
す
る
適
格
者
で
は
な
い
。
だ

か
ら
こ
こ
に
は
、
さ
う
し
た
も
の
の
妥
当
な
駆
使
が
こ
の
間
題
の
解
明
に
大
き

な
役
を
演
ず
る
だ
ろ
う
と
い
う
提
言
を
な
す
だ
け
に
と
ど
め
て
置
く
」
　
（
古
代

の
主
要
食
料
と
し
て
の
稲
米
、
第
四
巻
、
五
五
〇
頁
）
と
の
べ
て
い
る
の
は
、

こ
の
事
で
あ
る
。

　
然
し
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
実
を
言
え
ば
、
こ
の
「
日
本
神
話
の
研
究
扁

の
立
場
は
世
界
の
学
問
の
趨
帰
で
あ
り
、
運
命
で
あ
る
と
も
…
罫
え
る
。
博
士
が
、

最
後
ま
で
神
託
学
の
中
に
の
み
住
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
第
一
巻
　
序

説
篇
　
A
5
判
　
本
文
五
｝
五
頁
　
外
に
著
渚
索
引
　
一
般
事
項
索
引
付
　
定

価
一
二
〇
〇
円
、
第
二
巻
　
偲
分
的
研
究
篇
上
　
A
5
判
　
本
文
六
三
四
頁

外
に
薯
者
索
引
　
　
｝
般
事
項
索
引
付
　
定
価
＝
嵩
○
○
円
、
第
三
巻
　
鯛
分
的

研
究
篇
下
　
A
5
判
　
本
文
八
〇
四
頁
　
外
に
軍
旗
索
引
一
般
事
項
索
引
付

定
備
「
五
〇
〇
円
、
繁
圏
巻
　
綜
會
研
究
篇
　
A
5
判
　
本
文
八
八
八
頁
　
外

に
著
者
｛
察
用
帰
一
毅
事
訓
損
索
用
引
付
　
　
定
縣
潤
一
轟
ハ
○
○
円
　
　
東
古
納
　
既
出
風
館
発
行
）

北
山
茂
夫
著

日
本
古
代
政
治
史
の
研
究

剛

直
木
孝
次
郎

　
畏
衆
の
歴
史
を
明
ら
か
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
は
、
戦
後
の
歴
史
学
界
の
大

き
な
潮
流
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
祉
会
経
済
史
学
や
考
古
学
、
民
俗
学
が
異
常
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
隆
盛
を
み
た
原
悶
の
｝
つ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
支
配
階
級

を
中
心
と
し
た
政
治
史
や
文
化
史
に
対
す
る
反
省
と
し
て
、
そ
れ
は
戦
後
に
お

け
る
当
然
か
つ
正
当
の
現
象
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
畏

衆
一
－
被
支
配
階
級
は
、
赴
会
の
中
に
孤
立
し
て
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ね

に
支
配
階
級
の
権
力
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
政
治
を
動
か
し
、

政
治
に
動
か
さ
れ
る
も
の
と
し
て
つ
か
ま
な
け
れ
ば
、
民
衆
の
歴
史
は
生
命
を

持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
衆
を
忘
れ
た
歴
史
学
が
真
の
歴
史
で
は
あ
り
え
な
い

よ
う
に
、
権
力
と
の
対
応
関
係
を
捨
象
し
た
赴
会
経
済
史
や
縫
会
構
成
史
は
、

歴
史
学
の
必
要
な
一
部
門
で
は
あ
っ
て
も
、
完
成
し
た
歴
史
と
は
い
え
な
い
と

思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
理
論
と
し
て
述
べ
る
の
は
や
さ
し
い
が
、
　
一
つ
の
時

代
に
つ
い
て
斑
究
を
実
際
に
ま
と
め
る
こ
と
は
、
実
に
關
難
で
あ
る
。
日
本
古

代
史
に
つ
い
て
い
う
と
、
戦
前
に
滝
瑚
政
次
郎
氏
の
『
法
制
史
上
よ
り
観
た
る

日
本
農
厩
の
生
活
、
猿
令
時
代
』
や
、
沢
田
馨
一
氏
の
『
奈
良
朝
時
代
屍
生
経
済

135　（753）



の
数
的
研
究
』
な
ど
の
名
著
が
あ
る
が
、
政
治
の
動
ぎ
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た

民
衆
の
研
究
で
あ
る
。
戦
後
は
、
藤
間
生
大
、
石
母
田
正
、
あ
る
い
は
竹
内
理

三
、
井
上
光
東
ら
諸
氏
に
よ
っ
て
、
古
代
史
の
研
究
は
著
し
い
進
歩
を
と
げ
た

が
、
民
衆
生
活
と
権
力
構
造
の
対
応
関
係
の
究
明
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
経
済

史
と
政
治
史
の
綜
合
と
い
う
課
題
は
、
平
安
時
代
に
対
す
る
石
母
田
氏
の
研
究

を
除
く
な
ら
ば
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
答
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う

し
た
日
本
古
代
史
の
欠
陥
を
埋
め
、
わ
れ
わ
れ
の
渇
望
を
み
た
す
も
の
と
し
て

現
わ
れ
た
の
が
、
北
山
茂
夫
氏
の
近
著
『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』
で
あ
る
。

　
「
民
衆
と
政
治
偏
と
い
う
課
題
は
、
お
そ
ら
く
は
氏
の
最
大
の
研
究
対
象
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
漏
に
も
あ
る
よ
う
に
、
或
が
学
窓
を

繊
た
翌
年
の
昭
和
十
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
奈
良
時
代
の
農
民
問
題
扁
に
は
、

「
政
治
史
的
分
析
の
試
図
」
と
い
う
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

終
戦
後
、
再
び
氏
が
研
究
の
第
一
線
に
復
帰
さ
れ
た
嫁
女
の
昭
和
二
三
年
に
ま

と
め
ら
れ
た
著
書
が
、
　
『
奈
良
朝
の
政
治
と
昆
衆
』
と
い
う
標
題
で
あ
る
こ
と

は
、
何
よ
り
も
雄
弁
に
氏
の
研
究
生
活
の
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
。
政
治
の

苛
酷
な
圧
力
の
も
と
に
し
い
た
げ
ら
れ
な
が
ら
、
黙
々
と
働
ら
く
罠
衆
の
一
人

一
入
の
力
は
弱
い
け
れ
ど
、
よ
り
集
っ
て
や
が
て
は
強
大
な
権
力
の
基
盤
を
、

根
抵
に
お
い
て
掘
り
く
ず
し
て
ゆ
く
、
氏
は
こ
の
テ
ー
マ
を
、
根
気
づ
よ
く
綿

密
に
、
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
追
及
し
つ
づ
け
て
今
臼
に
至
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
密
曇
冨
に
と
ざ
さ
れ
た
陪
｝
い
谷
間
を
ふ
く
め
て
二
五
年
、
研
究

の
針
路
を
守
り
と
お
し
た
氏
の
毅
然
た
る
操
守
に
、
私
は
深
い
敬
意
を
払
う
の

で
あ
る
が
、
氏
が
節
を
貫
き
え
た
の
は
、
政
治
に
お
け
る
民
衆
を
研
究
テ
…
マ

に
選
ん
だ
こ
と
と
、
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
息
ず
ま
る
よ
う
な

時
代
の
重
圧
が
氏
に
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ば
せ
、
そ
し
て
専
制
権
力
に
対
し
て
抵

抗
を
や
め
な
い
古
代
の
農
畏
の
平
ぎ
方
が
、
戦
時
中
の
氏
を
支
え
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
私
の
想
像
の
当
否
は
何
れ
に
せ
よ
、
氏
は
臼
新
し
い
テ
ー
マ
を
つ

ぎ
つ
ぎ
に
み
つ
け
て
き
て
、
器
用
に
研
究
を
ま
と
め
て
ゆ
く
あ
の
学
問
屋
や
、

社
会
の
動
き
と
は
全
く
無
関
係
に
、
個
々
の
事
実
の
考
証
だ
け
に
満
足
し
て
い

る
研
究
の
技
術
者
で
は
な
く
、
研
究
課
題
を
生
活
の
現
実
か
ら
み
い
だ
し
、
研

究
の
進
歩
が
生
活
の
充
実
と
な
る
真
の
研
究
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
や
や
私
の
好
み
に
偏
し
た
理
想
型
に
、
北
山
氏
を
は
め
こ
み
す
ぎ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
霞
分
の
著
書
に
つ
い
て
、
　
「
よ
く
も
あ
し
く
も
、
著
岩
が

お
の
れ
の
偲
性
に
執
し
て
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
　
（
著
者
「
あ
と
が
き
扁
）

と
い
い
き
り
う
る
人
が
、
歴
史
学
界
に
何
人
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ひ
か
え
め
な
表

現
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
自
分
の
学
問
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
深
い
自
信

が
な
け
れ
ば
、
こ
う
は
い
え
ま
い
。
私
は
こ
の
言
葉
の
中
に
、
生
活
と
学
問
と

が
一
体
と
な
っ
た
学
者
の
剛
毅
な
す
が
た
を
、
感
じ
る
の
で
あ
る
。

二

　
本
書
の
内
容
を
示
す
と
、
　
「
序
説
」
お
よ
び
「
大
化
改
薪
」
　
「
壬
申
の
乱
」

「
持
統
天
皇
論
」
「
七
四
〇
年
の
藤
原
広
嗣
の
叛
乱
」
「
天
平
末
葉
に
お
け
る
橘

奈
良
，
麻
縁
の
変
」
「
藤
原
恵
美
押
勝
の
乱
」
「
道
鏡
を
め
ぐ
る
心
象
題
」
　
「
藤
原

種
継
事
件
の
前
後
」
の
九
章
よ
り
な
る
。
　
「
序
説
」
が
「
七
、
八
世
紀
の
内
乱

の
歴
史
的
特
質
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
た
各

章
の
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
本
書
の
主
た
る
対
象
は
、
政
治
史
の
な
か
で
も
、

と
く
に
そ
の
深
部
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
の
集
電
的
表
現
と
い
わ
れ
る
内
乱
の
研

究
に
あ
る
。
近
年
、
歴
史
上
に
お
け
る
内
乱
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
、
そ
の
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研
究
を
通
じ
て
日
本
史
の
理
解
が
深
め
ら
れ
た
点
が
少
な
く
な
い
が
、
本
書
所

収
の
論
文
の
中
に
は
、
昭
和
二
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
壬
申
の
乱
」
を
は
じ
め

と
し
て
、
学
界
の
そ
う
し
た
動
向
の
先
頭
を
き
り
、
内
乱
研
究
の
機
運
を
促
進

せ
し
め
た
力
篇
が
少
な
く
な
い
。
史
学
史
的
に
も
本
書
は
な
が
く
記
憶
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
内
乱
に
は
ふ
た
つ
の
形
態
が
あ
る
、
　
と
氏
は
主
張
さ
れ
る
。

「
そ
の
直
接
的
結
果
に
お
い
て
既
存
の
政
治
力
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
変
革
を

意
乱
す
る
場
合
」
と
、
そ
こ
ま
で
の
変
革
で
は
な
い
が
「
現
前
の
権
力
機
構
に

何
ら
か
の
更
漸
ま
た
は
修
正
、
あ
る
い
は
解
体
を
導
く
場
合
」
と
で
あ
る
（
三

頁
）
。
　
こ
の
二
つ
に
わ
け
る
な
ら
ば
、
七
、
八
世
紀
の
内
乱
は
、
氏
の
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
例
外
な
く
す
べ
て
後
看
の
形
態
に
糊
嬉
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、

こ
の
時
期
の
内
乱
・
政
変
を
、
支
配
階
級
内
部
の
対
立
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す

る
立
場
i
例
え
ば
、
乱
闘
生
大
氏
や
竹
内
理
三
氏
の
よ
う
に
、
律
令
窟
僚
的

娃
藤
原
的
勢
力
と
、
古
代
豪
族
的
1
1
大
伴
的
勢
力
と
の
対
立
と
し
て
理
解
す
る

ー
ー
が
生
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
対
立
の
存
在
は
、
た
し
か
に
政
治
史
の
一

面
の
真
実
で
は
あ
る
が
、
北
山
氏
は
、
そ
れ
は
政
治
史
的
に
は
二
次
的
で
あ
る

と
し
て
、
こ
れ
を
重
視
す
る
学
説
と
自
己
の
立
場
と
を
明
確
に
峻
別
す
る
。

　
疑
に
従
え
ば
、
古
代
の
政
治
史
を
決
定
す
る
基
本
酌
対
立
は
、
　
「
天
皇
を
は

じ
め
宮
人
貴
族
豪
族
ら
の
諸
階
級
・
同
時
に
国
家
権
力
に
つ
ら
な
る
そ
れ
ら
と
、

そ
の
権
力
の
直
接
的
掌
握
の
な
か
で
、
抑
圧
・
収
奪
を
蒙
る
一
般
的
な
生
産
者

と
し
て
の
公
罠
・
品
部
・
雑
戸
の
闘
に
」
（
六
六
頁
）
横
た
わ
っ
て
お
り
、
　
両
者

の
対
立
は
具
体
的
に
は
、
被
支
配
階
級
の
生
路
と
樒
役
の
矛
盾
i
す
な
わ
ち

「
耕
作
者
の
側
か
ら
の
篠
役
の
軽
減
な
い
し
廃
棄
を
求
め
る
闘
争
」
（
六
七
頁
）

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
篠
役
に
対
す
る
農
疑
の
抵
抗
こ
そ
が
、
古
代
の
政
治
を

動
か
す
根
本
の
力
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
古
代
政
治
史
は
そ
の
観
点
か
ら
解
明

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
本
書
四
九
四
頁
を
費
し
て
、
氏
が
熱
心
に
執
拗

に
、
く
り
か
え
し
追
及
し
つ
づ
け
た
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
、
前
節
で
私
の
指
摘

し
た
「
政
治
と
民
衆
」
と
い
う
課
題
に
対
す
る
氏
の
解
答
で
あ
っ
た
。

　
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
史
料
し
か
え
ら
れ
な
い
古
代
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ー
マ

を
実
証
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
琉
の
試
み
が
、
す
べ
て
の
点
に
お
い

て
学
界
を
承
服
ぜ
し
め
た
と
は
い
え
な
い
が
、
壬
申
の
乱
や
奈
良
麻
鼠
の
乱
に

お
い
て
、
律
令
制
の
重
駈
に
よ
る
農
民
の
疲
弊
が
重
大
な
関
係
を
も
つ
こ
と
は
、

氏
の
研
究
以
後
、
何
人
も
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
し
、
ま
た
律
令
国
家
の
動
揺

が
、
そ
の
完
成
後
ま
も
な
い
慶
雲
・
湘
銅
期
に
畢
く
も
は
じ
ま
る
と
す
る
大
胆

な
提
言
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
定
説
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
し
た
個
々
の
研
究
成
果
よ
り
も
、
霊
代
の
歴
史
は
、
そ
の
瞬
代
の

基
本
的
な
階
級
対
立
よ
り
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
方
法
論
を

確
立
し
た
こ
と
が
、
本
書
が
達
成
し
た
最
大
の
成
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
だ
が
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
古
代
の
す
べ
て
の
政
変
・
内
乱
を
階
級

対
立
や
価
役
と
生
産
の
矛
盾
か
ら
説
明
し
き
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
、
強
行

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
無
理
な
こ
じ
つ
け
に
終
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
北
山
氏

が
そ
う
し
た
公
式
論
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
支

配
階
級
を
第
一
階
級
（
中
央
貴
族
）
と
第
二
階
級
（
地
方
豪
族
）
と
に
区
別
し
、

被
支
配
階
級
で
あ
る
第
三
階
級
（
公
民
）
の
動
き
は
、
　
「
第
二
階
級
の
内
部
に

反
映
し
、
そ
こ
で
ひ
と
た
び
は
曲
折
し
、
第
一
階
級
の
諸
党
派
に
あ
る
程
度
の

影
響
を
あ
た
え
る
、
　
と
い
っ
た
ジ
グ
ザ
グ
の
あ
ら
わ
れ
方
」
（
＝
一
頁
）
を
と

る
と
し
て
、
　
実
際
の
歴
史
の
動
き
の
上
で
は
地
方
豪
族
の
聖
訓
を
重
く
み
、

「
数
次
の
内
乱
に
お
け
る
か
れ
ら
（
第
三
階
級
）
の
位
暦
は
、
第
二
階
級
の
う
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こ
ぎ
に
従
属
し
て
い
た
」
（
一
π
頁
）
と
ま
で
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
　
地
方
豪

族
に
つ
い
て
か
ね
が
ね
関
心
を
持
っ
て
い
る
私
に
は
、
大
い
に
同
感
さ
せ
ら
れ

る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
政
治
史
の
理

解
は
更
に
深
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
書
の
中
で
は
最
も
早
く
な
っ

た
門
壬
申
の
乱
」
な
ど
に
は
、
ま
だ
こ
の
考
え
方
は
み
え
て
お
ら
ず
、
他
の
論

文
で
も
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
七
年
に
お
よ
ぶ
本
書
の
執

簗
の
過
程
で
、
次
第
に
圏
ま
っ
て
き
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
皐
い
機
会
に
、
具
体

的
な
研
究
を
き
か
せ
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

三

　
本
書
の
特
色
と
し
て
、
社
会
経
済
史
と
政
治
史
の
綜
合
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
が
、
叙
述
の
様
式
か
ら
い
う
と
、
　
一
般
に
い
う
社
会
経
済
史
酌
な
方
法
と
は

甚
だ
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
く
つ
も
の
表
や
史
料
を
な
ら
べ
て
論
証
を

つ
み
あ
げ
、
結
論
を
帰
納
す
る
と
い
う
や
り
か
た
で
は
な
く
、
若
干
の
史
料
を

な
ら
べ
て
も
、
そ
れ
は
必
要
な
最
小
限
に
と
ど
め
、
む
し
ろ
薩
観
的
に
ズ
バ
リ

と
事
の
中
心
に
は
い
っ
て
ゆ
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
交
学
的
方
法
と
い

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
万
葉
集
そ
の
他
の
文
学
作
品
に
関
す
る

氏
の
造
詣
は
甚
だ
深
く
、
文
学
的
史
料
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
人
物
の
心
情
を
え

ぐ
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
と
お
し
て
事
件
や
時
代
の
真
横
に
撃
っ
て
ゆ
く
手
法
は
、

氏
の
独
捜
場
と
い
っ
て
よ
い
。
二
、
三
の
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
大
津
皇
子
の

没
落
の
過
程
を
と
お
し
て
、
古
代
専
制
政
治
の
冷
酷
さ
を
浮
き
ぼ
り
に
し
た
り

（
一
五
〇
頁
）
、
桓
武
天
皇
の
心
情
を
天
智
・
天
武
両
天
皇
に
対
比
し
て
、
世
襲

王
権
の
下
降
期
と
上
昇
期
の
相
違
を
描
破
し
た
り
（
四
六
＝
艮
）
、
称
徳
天
皇
と

道
鏡
と
の
関
係
か
ら
、
古
代
王
権
の
驚
悸
を
あ
ば
ぎ
出
し
た
り
（
三
九
四
、
鴎

一
題
頁
）
し
た
と
こ
ろ
な
ど
が
そ
れ
で
、
古
代
史
の
理
解
が
一
段
と
深
め
ら
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
政
治
や
経
済
の
分
野
に
終
始
す
る

の
で
は
な
く
、
文
化
史
の
新
し
い
方
法
を
示
唆
す
る
場
含
が
少
な
く
な
い
。

　
勿
論
氏
は
、
勘
に
た
よ
っ
て
発
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
対
象
と
す
る
時

代
の
史
料
や
史
実
に
関
す
る
綿
密
な
調
査
の
上
に
立
っ
て
の
主
張
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
真
実
に
近
づ
き
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
氏
が
既
成
観
念
に

と
ら
わ
れ
な
い
洞
察
力
・
想
像
力
の
自
暴
さ
に
密
ん
で
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
詩
人
の
稟
質
を
も
つ
こ
と
が
、
歴
史
家
と
し
て
常
に
有
益
で
あ
る
か
ど
う

か
は
問
題
で
あ
る
が
、
氏
は
現
に
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
証
主

義
に
拘
泥
す
る
一
般
多
数
の
歴
史
家
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
大
胆
に
そ
の
天
分

を
駆
使
し
て
お
ら
れ
る
。
道
鏡
問
題
に
関
し
て
、
多
く
の
歴
史
家
が
戦
後
の
肉
H

由
な
空
気
の
中
に
あ
っ
て
も
、
皇
位
を
望
ん
だ
の
は
道
鏡
薗
身
で
、
称
徳
天
皇

は
黒
位
を
守
る
た
め
に
昔
悩
し
た
と
い
う
伝
統
的
解
釈
の
ワ
ク
を
出
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
時
、
氏
は
、
称
徳
鰹
身
が
皇
位
を
道
鏡
に
与
え
よ
う
と
歓
し
た
、

と
い
う
画
期
的
…
な
新
見
を
打
ち
慮
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
実
損
で
あ
っ
て
、

こ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
奈
良
末
期
の
混
乱
し
た
政
界
の
事
情
が
と
き
ほ
ぐ

さ
れ
て
く
る
と
思
う
が
、
氏
の
よ
う
な
霞
由
な
史
眼
で
は
じ
め
て
達
し
う
る
見

解
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
仮
説
の
提
出
が
学
問
の
進
歩
に
何
よ
り
も
必
要
な
前

提
で
あ
り
、
実
証
史
学
は
多
く
の
限
界
を
も
つ
こ
と
は
、
私
も
十
分
に
承
知
し

て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
、
や
や
実
読
史
学
を
軽
視
す
る
傾

き
が
あ
る
か
に
み
え
る
と
こ
ろ
が
、
北
山
史
学
の
問
題
点
と
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
例
え
ば
、
天
平
十
五
年
以
来
、
藤
原
仲
端
銭
が
政
界
の
中
心
に
あ
っ

た
と
す
る
の
は
、
　
『
万
葉
の
世
紀
』
以
来
の
氏
の
持
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
鳳
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評

川
崎
庸
之
・
丼
上
薫
醗
氏
ら
の
異
説
が
あ
り
、
最
近
に
は
横
田
纏
一
群
の
批
判

が
あ
る
（
凋
、
南
都
仏
教
』
六
）
。
平
城
造
都
も
、
氏
の
よ
う
に
「
内
部
に
き
ぎ
し

た
頽
勢
を
く
い
と
め
、
必
死
に
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
大

納
言
藤
原
不
比
等
ら
の
提
唱
で
企
て
ら
れ
た
も
の
」
　
（
一
三
二
四
頁
）
と
断
定
す

る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
は
史
料
の
関
係
か
ら
、
い

く
ら
論
議
し
て
も
、
決
定
約
な
結
諭
は
え
ら
れ
な
い
。
結
局
、
見
解
の
根
違
と

い
う
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
氏
の
方
法
に
対
す
る
私
の
不
満
の
一
つ
は
、
氏
が
報
奨
を
は
じ
め
と

す
る
律
令
国
家
の
収
奪
の
ぎ
び
し
さ
を
最
大
の
問
題
と
し
て
お
ら
れ
る
の
に
、

何
故
律
令
制
度
に
関
す
る
近
年
の
す
ぐ
れ
た
実
誼
的
研
究
を
、
ほ
と
ん
ど
利
用

し
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
も
、
戸
籍
…
・
班
田
に
関
す

る
虎
尾
俊
哉
・
亀
田
隆
之
・
田
巾
卓
、
衙
役
に
関
す
る
弥
永
頁
三
・
青
木
和
夫
・

平
野
邦
雄
、
出
挙
に
関
す
る
虚
語
香
融
・
村
尾
次
郎
、
な
ど
の
諸
氏
の
研
究
は
、

大
化
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
農
民
生
活
に
つ
い
て
、
新
し
い
雪
冤
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
北
山
氏
の
研
究
に
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
参
照
し

た
あ
と
が
ほ
と
ん
ど
み
え
な
い
。
　
「
壬
申
の
乱
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
農

民
の
負
担
を
養
老
令
の
条
文
に
も
と
づ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
六
盟
頁

以
下
）
な
ど
は
、
修
正
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
実
証
的

な
新
研
究
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
説
は
一
層
説
得
力
を
も
ち
、

論
理
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

　
以
上
、
本
書
の
特
色
お
よ
び
成
果
の
う
ち
か
ら
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
点

に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
た
が
、
な
お
一
、
二
の
点
に
つ
い
て
補
足
を
沸
え
、
著

者
の
教
示
を
請
い
た
い
と
思
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
天
皇
制
と
律
命
鋼
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
両
町

は
、
日
本
の
歴
史
の
上
で
は
必
ず
し
も
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
天
皇
の
権

力
は
律
令
制
の
組
織
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
律
令
制
は
天
皇
の
権
威
に
よ
っ
て

強
化
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
が
日

本
古
代
政
治
史
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
誰
で
は
そ
れ
に
つ
い
て

の
説
明
が
十
分
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
「
す
べ
て
の
権
力
の
根
源
は
、
ひ
と

り
天
皇
か
ら
発
し
、
族
長
は
、
官
人
と
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
、
官
人
組
織
に
く
み
い
れ
ら
れ
て
、
権
力
に
連
な
り
、
そ
う
し
た
体
系
に

お
い
て
、
天
皇
は
、
唯
一
最
高
の
権
力
考
と
し
て
、
公
艮
一
公
地
の
基
本
関
係

を
一
身
に
体
現
し
て
い
た
一
　
（
六
二
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
の

権
力
は
絶
対
で
あ
り
、
律
令
制
は
そ
の
具
体
化
の
乎
段
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
制
と
律
令
制
の
関
係
は
、
本
質
と
現
象
の
関
係
に
似
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
「
す
で
に
は
や
く
も
（
天
武
朝
に
）
、
王
権
の
安

定
を
脅
か
す
諸
勢
力
が
、
律
令
体
制
に
巣
喰
い
つ
つ
、
拾
頭
し
は
じ
め
て
い
た
」

一
四
一
頁
）
と
い
う
状
態
が
お
こ
る
の
か
。

　
む
し
ろ
王
権
は
、
最
初
か
ら
絶
対
で
は
な
く
、
中
央
の
譲
豪
族
が
勢
力
を
強

化
す
る
た
め
に
、
そ
の
中
で
相
対
的
に
最
も
有
力
で
あ
っ
た
天
皇
氏
を
中
心
と

し
て
形
成
し
た
国
家
支
配
の
体
制
が
、
律
令
制
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
律
令
制

は
、
天
塩
鮒
に
薩
接
的
に
対
立
す
る
も
の
で
も
な
く
、
隷
属
す
る
の
で
も
な
く
、

一
方
で
は
天
皇
権
力
を
抑
制
し
、
他
方
で
は
そ
れ
を
安
定
せ
し
め
る
と
い
う
二

蘭
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
理
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
貴
族
連
合
と
い

う
一
拝
か
ら
す
れ
ぽ
、
律
令
制
は
、
絶
対
王
権
に
対
し
て
敵
対
す
る
勢
力
の
温

床
と
な
る
可
能
性
を
、
つ
ね
に
鋳
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
壬
申
の
挽
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に
よ
っ
て
強
大
な
権
力
を
獲
得
し
た
天
武
天
皇
が
、
律
令
擬
の
整
備
に
そ
れ
ほ

ど
の
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
事
情
が
、
理
解
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
天
武
の
死
後
、

持
統
が
律
令
制
の
完
成
を
急
い
だ
の
は
、
貴
族
勢
力
の
進
出
を
認
め
て
も
、
王

権
を
安
定
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
皇
の
地
位

を
強
化
す
る
た
め
に
、
律
今
制
の
中
に
鼠
輩
勢
力
を
増
大
し
て
い
こ
う
と
す
る

の
が
、
持
統
朝
以
後
奈
良
前
期
ま
で
の
天
内
畳
族
の
政
治
方
針
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
だ
か
ら
私
は
、
持
統
朝
以
降
の
皇
親
政
治
は
、
律
令
制

の
ワ
ク
の
中
で
天
骨
の
地
位
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
手
段
と
考
え
た
い
。
皇
親

政
治
を
律
令
制
に
紺
慰
す
る
反
動
的
傾
向
と
み
る
見
か
た
（
二
九
一
、
二
九
二

コ
口
は
、
北
山
氏
だ
け
で
は
な
い
が
、
天
皇
制
と
律
令
制
と
が
必
ず
し
も
対
立

す
る
も
の
で
な
い
以
上
、
二
う
し
た
み
か
た
に
は
尚
意
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

反
動
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
民
衆
の
問
題
に
う
つ
る
な
ら
ば
、
七
二
八
世
紀
の
農
民
の
歴
史
的
性
格
が
明

確
で
な
い
点
が
気
に
な
る
。
こ
の
時
代
だ
け
を
図
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本

書
の
実
績
が
示
す
と
お
り
、
農
民
の
性
格
の
段
階
規
定
が
な
く
て
も
、
歴
史
の

発
展
を
え
が
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
前
後
の
時
代
へ
の
見
通
し
を
立
て
、
古
代

を
一
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
　
や
は
り
律
令
農
畏
の
性
格

（
例
∵
え
ば
、
総
体
酌
奴
隷
か
、
家
父
長
醗
古
代
家
族
か
、
農
奴
の
蔚
玉
津
形
態

か
）
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
書
の
範
囲
内
で
も
、
こ
れ
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
、
地
方
豪
族
（
氏
の
い
う
第
一
一
階
級
）
の
歴
史
的
地
位
が
は
っ

き
り
し
、
そ
の
行
動
を
も
つ
と
生
き
生
き
と
え
が
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
農
民
生
活
の
基
盤
と
な
る
北
ハ
同
体
の
分
析
も
、
不
十
分
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
律
令
制
の
収
奪
に
よ
っ
て
農
斑
生
活
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
時
、
農
斑
が

形
成
す
る
共
同
体
は
ど
の
よ
う
に
変
形
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
古
い
共
同
体
を
、

で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
維
持
し
、
あ
る
い
は
再
生
産
す
る
こ
と
が
支
配
の
継
続

の
た
め
に
必
要
で
あ
る
が
、
支
配
権
力
は
結
果
に
お
い
て
、
自
己
の
よ
っ
て
立

つ
共
同
体
を
変
形
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
過
程
、
ま
た
相

互
閥
係
の
検
討
は
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
長
い
研
究
の
歴
史
を
持
つ
郷
戸
に

つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
も
う
少
し
つ
っ
こ
ん
だ
意

見
を
き
か
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

　
政
治
史
の
研
究
書
で
あ
る
本
書
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
注
文
を
だ
す
の
は
、

い
わ
ゆ
る
〃
な
い
も
の
ね
だ
り
”
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
諸
点
に
つ

い
て
北
由
氏
の
高
見
を
知
り
た
い
と
思
う
も
の
は
、
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
機
会
に
平
素
の
希
望
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
以
上
、
特
に
主
要
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
私
見
を
記
し
た
。
私
も
ま
た
個

性
に
蝕
し
、
著
者
に
対
し
て
非
礼
を
蟹
し
、
本
書
の
価
値
を
十
分
に
伝
え
え
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
う
。
論
じ
残
し
た
点
が
多
く
、
こ
と
に
個
々
の
論

文
の
評
価
に
及
び
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
私
白
身
と
し
て
も
心
残
り
だ
が
、
あ

わ
せ
て
寛
恕
を
請
う
ほ
か
は
な
い
。
最
後
に
、
太
・
書
は
そ
れ
ら
個
々
の
研
究
成

果
を
超
え
、
歴
史
学
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
深
い
反
省
と
示
唆
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
書
き
そ
え
て
、
拙
い
紹
介
を
終
る
こ
と
と
す
る
。
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