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哲
飢
寧
研
刃
究
　
　
第
七
十
山
ハ
號

大
回
令
に
定
め
ら
れ
れ
ろ
大
潟
寮
の

教
育
実
上
に
お
け
る
意
味

＝
脚

高
　
橋
　
　
俊
　
乗

口

　
大
器
命
に
お
い
て
明
に
法
文
上
に
規
定
せ
ら
れ
て
る
る
學
校
は
大
學
寮
ご
陰
陽
、
典
藥
、
雅
樂
の

学
寮
ご
國
學
ご
で
あ
る
。
こ
の
中
陰
陽
、
典
藥
、
雅
樂
の
学
寮
は
純
輝
の
學
校
で
は
な
く
、
そ
れ
み
＼

そ
の
寮
の
行
政
事
務
が
あ
っ
て
そ
の
側
に
技
術
員
を
養
成
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
今
口

電
話
交
換
局
に
お
い
て
交
換
手
を
養
成
し
て
み
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
鷺
寮
は
大
學
こ
も

言
ふ
。
春
秋
二
回
に
繹
輿
を
行
ひ
、
雫
素
は
空
生
を
数
育
す
る
○
以
上
は
京
都
帥
ち
書
留
の
所
在

地
に
設
け
て
あ
る
○
地
方
に
は
各
國
々
の
國
府
の
所
在
地
ζ
國
學
を
設
け
て
、
大
隠
寮
ご
同
じ
く

騨
輿
を
行
ひ
演
芸
を
敷
育
さ
せ
た
。
二
二
々
に
お
い
て
慰
師
を
養
成
し
た
。
學
生
は
大
國
で
五

十
人
、
上
國
で
四
十
人
，
中
國
で
三
十
人
、
下
國
（
最
小
の
國
）
で
は
二
十
人
置
定
員
で
あ
り
、
讐
生
は
大
國
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で
も
十
人
上
鞘
で
導
入
、
中
華
で
六
人
下
四
で
は
四
人
の
定
員
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
は
國

府
の
臆
含
の
一
部
を
借
り
て
鍛
号
し
て
み
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
れ
ら
諸
學
校
の
中
に
最
も
學
校
ら
し
い
四
王
ば
大
壷
寮
で
あ
っ
て
．
そ
の
設
備
組
織
ば
他
の

諸
校
の
模
範
こ
な
る
も
の
で
あ
っ
淀
。
か
つ
李
安
朝
の
始
に
績
出
し
た
私
立
綴
織
は
大
器
寮
ご

密
接
の
關
係
を
有
し
、
比
叡
山
そ
の
他
の
偲
侶
養
成
の
學
院
も
大
學
寮
ざ
似
た
組
織
を
持
っ
て
み

た
ら
し
い
か
ら
、
王
朝
時
代
の
敷
育
研
究
の
一
端
ご
し
て
大
學
寮
ε
は
如
何
な
る
意
昧
の
學
校
で

あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
の
は
徒
勢
で
は
な
い
ご
思
ふ
。

繭
魍

　
大
學
寮
は
式
部
省
の
支
配
を
受
け
て
み
る
Q
寮
に
は
頭
、
助
、
允
、
庇
の
四
等
の
事
務
官
が
あ
り
、
こ

れ
ご
相
並
ん
で
明
経
、
昔
，
書
、
鋒
の
四
道
の
敷
官
が
あ
る
。
明
経
の
敷
官
を
博
士
こ
い
ひ
、
そ
の
下
に

助
敷
が
あ
る
。
音
書
鋒
に
は
そ
れ
ぐ
昔
博
士
、
書
博
士
、
鋒
博
士
が
み
る
○
そ
の
人
員
ご
官
位
ご

は
次
の
や
う
に
定
め
て
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
大
學
頭
趨
集

　
　
大
學
助
蕉
位
下
　
　
博
士
蕉
位
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
大
事
令
に
定
め
ら
れ
糞
る
大
學
寮
の
教
育
史
上
に
お
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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哲
學
研
究
第
七
十
大
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
入

　
　
大
學
大
允
覗
紬
位
下
　
　
助
敷
』
誌
位
下
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
大
學
少
允
覗
拙
位
上
　
　
吾
博
士
、
書
博
士
、
鋒
博
士
、
綴
誌
維
上
　
　
　
　
　
　
．

　
大
學
大
震
雌
M
位
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
大
學
少
薦
畷
凧
位
下

　
博
士
ε
助
敷
ご
は
大
無
機
の
職
員
倉
の
明
文
に
よ
れ
ば
『
経
緯
を
激
号
し
、
寸
土
を
課
試
す
る

こ
ε
を
掌
り
』
、
著
博
士
は
『
昔
を
敏
ぶ
る
こ
ご
を
掌
り
』
、
書
博
士
は
『
書
を
敷
ふ
る
こ
ご
を
掌
り
』
、
糞

博
士
は
『
算
術
を
激
ふ
る
こ
ご
を
掌
つ
』
た
も
の
で
あ
る
○
か
く
四
道
に
分
れ
て
み
る
が
、
實
は
三

道
叉
は
二
道
ご
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
生
即
ち
明
経
生
は
経
書
を
學
ぶ
評
論
づ
暑
博
士

に
つ
い
て
字
面
を
學
び
、
之
に
通
熟
し
て
後
に
経
書
の
講
義
を
博
士
叉
は
助
激
か
ら
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
故
に
音
道
の
學
生
は
み
な
い
。
大
壷
に
は
又
書
道
の
學
生
も
み
な
い
。
そ
れ
は
書
博
士

の
授
業
を
受
け
る
も
の
は
圓
書
寮
の
寓
書
手
等
で
あ
っ
た
か
ら
別
に
學
生
を
採
ら
な
い
の
で
あ

る
○
故
に
大
虚
の
學
生
は
令
に
言
ふ
期
生
（
師
ち
明
経
生
）
四
百
人
ご
弊
生
三
十
入
ご
だ
け
で
あ

る
。
ご
こ
ろ
が
畜
生
こ
い
ひ
鋒
生
ε
い
ひ
爲
書
手
ご
い
ひ
、
既
に
政
府
の
官
吏
ご
言
ふ
べ
き
も
の

で
あ
っ
て
、
學
生
は
『
経
業
を
分
出
す
る
こ
ご
を
掌
b
』
算
生
は
『
鋒
術
を
習
ふ
こ
ご
を
掌
る
。
』
爲
書

手
は
『
書
史
を
校
爲
す
る
こ
ご
を
掌
る
。
』
　
ご
職
員
令
に
規
定
し
て
あ
る
Q
但
し
彼
等
は
ま
だ
位



階
勲
等
を
授
け
ら
れ
な
い
の
で
卒
業
後
官
途
が
昇
進
し
て
始
め
て
授
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
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右
の
中
で
明
経
の
博
士
は
軍
に
博
士
ε
い
ひ
、
助
激
も
軍
に
助
敢
ご
い
ひ
、
四
生
も
軍
に
學
生
と

い
っ
て
み
る
し
、
且
つ
難
生
の
数
も
非
常
に
多
い
所
か
ら
見
る
ご
，
明
経
道
が
主
要
な
も
の
で
あ
る

こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
こ
、
で
も
主
こ
し
て
明
経
溢
に
つ
い
て
研
究
し
て
見
よ
う
○

　
明
経
道
の
敏
科
は
難
易
，
拘
発
揮
禮
、
儀
禮
筆
記
聯
詩
左
傳
を
各
一
側
ご
し
、
其
の
中
禮
記
左
傳
を

大
経
こ
し
、
毛
詩
周
禮
儀
禮
を
中
経
ε
し
、
雪
解
軍
書
を
小
経
ご
し
た
。
　
右
の
中
で
生
経
を
學
習
し

絡
れ
ば
卒
業
が
冑
家
、
官
吏
登
用
試
験
郎
ち
貢
墨
を
受
け
る
資
格
が
出
來
る
Q
そ
の
外
に
論
語
ご

孝
経
ご
は
ざ
の
畢
生
も
兼
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
こ
れ
ら
経
書
は
皆
註
鐸
が
定
ま
っ

て
み
て
、
そ
れ
を
諸
記
す
る
の
で
め
る
Q
例
へ
ば
周
易
は
黒
々
の
注
か
、
王
弼
の
注
か
、
そ
の
一
を
學

寄
す
る
。
も
こ
よ
）
兼
習
し
て
も
差
支
は
な
い
。
延
暦
十
三
年
に
春
秋
の
他
の
二
黒
邸
ち
公
羊

傳
ご
穀
梁
傳
ご
を
小
母
に
准
じ
て
敷
科
の
中
に
惣
へ
ら
れ
た
。
當
時
は
主
ビ
し
て
三
号
ご
三
傳

が
多
く
望
ま
れ
此
れ
に
つ
い
で
は
孝
経
が
よ
く
孕
ま
れ
た
。
論
語
は
殆
ざ
顧
み
ら
れ
て
み
な
い
。

こ
れ
は
當
時
の
儒
學
は
道
徳
の
研
究
こ
し
て
よ
り
も
政
治
の
助
に
す
る
こ
ご
を
旨
ビ
考
へ
た
爲

　
　
　
大
冊
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
嬢
の
教
育
史
上
に
お
け
る
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
九
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哲
學
研
究
　
第
し
て
十
山
ハ
號
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

で
あ
ら
う
。

　
ε
言
っ
て
も
政
府
や
貴
族
が
道
徳
を
輕
ん
じ
た
ご
は
言
へ
な
い
Q
賦
役
命
に
は
孝
子
順
孫
義

夫
節
婦
を
表
彰
す
る
規
定
を
設
け
て
あ
る
し
、
績
日
本
紀
を
見
れ
ば
度
々
孝
子
三
女
等
が
實
際
に

表
彰
さ
れ
て
る
る
。
大
工
今
搬
布
後
四
十
入
年
目
の
天
論
証
字
元
年
に
は
天
下
に
勅
し
て

　
　
家
こ
ご
に
孝
経
一
本
を
藏
せ
し
め
精
勤
諦
習
ま
す
ま
す
敢
授
を
彿
へ
し
む
べ
し
。

ご
あ
る
。
も
こ
よ
り
こ
の
勅
命
が
為
替
＝
檬
に
行
は
れ
た
ど
は
思
へ
な
い
。
こ
の
勅
命
だ
け
は

全
國
に
一
様
に
布
達
さ
れ
て
も
筆
寓
が
間
に
あ
は
な
い
し
が
っ
不
二
が
そ
れ
を
讃
解
す
る
カ
は

殆
ざ
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
か
、
る
勅
命
は
殆
ざ
塞
論
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
當
時

の
史
料
が
示
す
種
々
の
二
二
に
よ
っ
て
多
少
は
實
行
さ
れ
だ
こ
ご
、
思
は
れ
る
○
難
行
の
程
度

は
こ
に
か
く
，
た
こ
へ
室
論
に
ご
や
ま
っ
て
も
朝
廷
及
び
朝
廷
の
周
園
に
あ
る
貴
族
た
ち
が
溢
徳

を
顧
み
な
か
っ
た
こ
は
決
し
て
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
唯
支
那
の
経
書
を
讃
む
際
に
は
主
ε
し

て
政
治
に
役
立
つ
や
う
に
護
ん
だ
の
で
あ
る
○

　
し
か
し
か
、
る
傾
向
は
大
嘗
に
限
っ
た
こ
ご
は
無
く
、
當
時
は
一
般
に
右
の
や
う
な
傾
向
を
持

っ
て
る
た
の
で
、
一
例
を
あ
げ
る
ご
、
孝
謙
天
皇
が
東
宮
に
居
ら
れ
た
頃
唐
よ
り
蹄
朝
し
た
吉
備
眞

備
に
侍
讃
を
差
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
そ
の
時
の
書
籍
は
禮
記
ε
漢
書
ε
で
あ
っ
た
。
禮
記
に
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よ
つ
て
支
那
古
代
の
制
度
を
知
り
、
漢
書
に
よ
っ
て
前
漢
の
政
敷
を
明
に
し
、
以
て
唐
馬
の
制
度
文

物
の
淵
源
を
學
ぶ
ざ
い
ふ
意
味
で
選
揮
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

　
卑
官
は
経
の
講
義
を
始
め
る
ご
絡
ま
で
す
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
中
途
で
や

め
て
は
な
ら
ぬ
規
定
で
あ
る
。
延
喜
式
に
よ
る
ご
講
義
の
始
の
日
に
は
一
定
の
儀
式
が
あ
る
。

術
同
式
に
は
各
県
の
講
義
の
最
大
日
数
を
規
定
し
て
あ
る
。
恐
ら
く
激
官
の
怠
惰
を
防
ぐ
元
め

で
あ
ら
う
。

禮
記
、
左
傳

周
禮
、
儀
禮
、
毛
詩

周
易

樹
書
、
論
語
、

孝
経

各
七
百
七
十
日

各
四
百
入
十
日

三
百
二
十
日

各
二
百
田

六
十
日

　
敷
授
の
方
法
は
前
述
の
如
く
先
づ
著
博
士
が
経
書
の
螢
昔
を
敷
へ
る
。
舞
楽
に
は

　
　
凡
そ
學
生
は
先
づ
経
の
文
を
護
み
通
熟
し
て
後
に
義
を
講
ぜ
よ
。

ご
あ
る
。
令
義
解
に
は
之
を
解
し
て

　
　
今
此
．
の
文
に
依
れ
ば
、
明
経
生
は
必
ず
先
づ
暑
博
士
に
就
い
・
て
五
経
の
暑
を
讃
ん
で
然
る
後

　
　
　
大
物
令
に
定
め
ら
れ
表
ろ
大
雌
寮
の
敏
育
史
上
に
お
げ
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
コ
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折
日
工
研
究
　

焔
弟
・
七
⊥
T
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二

　
　
に
講
義
す
云
々
。

ご
あ
る
。
こ
の
吾
護
の
仕
事
を
後
世
の
素
話
の
や
う
に
訓
讃
す
る
も
の
こ
解
す
る
學
者
も
あ
る

が
例
へ
ば
三
宅
帯
刀
の
官
職
備
考
）
、
ご
う
も
さ
う
で
は
無
か
っ
た
ら
し
く
、
今
日
の
偲
侶
が
経
血
ハ
を

棒
鼻
に
書
会
し
て
み
る
如
く
、
當
時
の
學
生
も
昔
讃
し
た
も
の
ら
し
い
。
畿
虚
言
授
を
し
て
後
に

講
義
す
る
こ
と
恐
ら
く
今
H
の
外
國
二
二
授
の
や
う
な
方
法
を
取
っ
た
も
の
こ
思
は
れ
る
。

　
訓
義
の
起
源
を
王
仁
が
漢
籍
を
傳
へ
た
當
時
に
お
く
學
者
も
あ
る
が
、
心
的
根
語
を
認
め
ら
れ

な
い
。
そ
の
他
色
々
の
説
が
提
出
さ
れ
て
み
る
が
、
私
は
奈
良
朝
に
限
っ
て
用
ひ
ら
れ
、
卒
安
朝
の

物
語
、
心
学
、
和
歌
な
ご
に
見
え
な
い
特
種
の
丈
法
が
漢
文
の
訓
護
に
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
み
る
黙

か
ら
、
漢
文
の
訓
讃
を
奈
良
朝
に
登
生
し
た
も
の
こ
す
る
意
見
に
賛
成
し
た
い
。
し
か
し
奈
良
莫
．

都
以
前
入
年
に
螢
布
さ
れ
た
大
笠
倉
　
　
も
っ
こ
も
今
日
の
大
羽
倉
は
養
老
二
年
忽
ち
奈
良
莫

都
後
八
年
目
に
補
正
さ
れ
て
み
る
が
、
内
容
の
修
正
は
殆
ご
無
か
っ
た
さ
う
で
あ
る
　
　
を
撰
定

し
た
頃
も
語
義
の
奈
良
朝
に
は
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
既
に
調
讃
が
あ
っ
た
か
ざ

う
か
は
分
ら
な
い
。
張
ひ
て
想
像
す
れ
ば
ま
だ
そ
の
頃
に
は
無
か
っ
た
か
ご
想
は
れ
る
が
、
假
り

に
事
乙
訓
護
が
あ
っ
た
ご
し
て
も
音
護
の
あ
っ
た
こ
ご
を
否
定
す
る
材
料
ご
は
な
ら
な
い
。
外

野
文
の
研
究
に
は
登
昔
の
讃
方
ご
鐸
ご
解
繹
こ
の
三
段
の
順
序
あ
る
べ
き
が
當
然
だ
こ
思
ふ
P
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桓
武
天
皇
延
暦
十
一
年
の
絡
に

　
　
聞
く
が
如
く
ん
ば
明
経
の
徒
、
普
を
習
ふ
を
事
ご
せ
舎
。
聲
を
窪
し
て
護
溢
す
。
既
に
説
謬
．

　
　
を
致
す
。
静
か
に
そ
の
弊
を
言
ふ
。
尤
も
二
胡
に
乖
く
。
宜
し
く
大
學
及
び
國
學
の
明
経
噛

　
　
生
等
を
し
て
余
ね
て
吾
を
習
は
し
む
べ
し
。
（
一
條
兼
良
著
倉
抄
の
延
命
の
注
文
に
よ
る
）

ご
あ
り
、
同
十
二
年
の
制
そ
の
他
に
於
い
て
專
ら
漢
暑
に
依
っ
て
讃
む
べ
く
臭
素
に
よ
る
こ
ご
を
・

禁
じ
ら
れ
た
○
こ
れ
ら
に
擦
る
も
吾
博
士
の
仕
事
は
登
暑
敷
盤
で
あ
る
こ
ご
が
明
で
あ
ら
う
。

そ
う
し
て
出
細
る
だ
け
正
確
な
支
那
音
を
學
ば
し
め
る
事
に
努
め
し
め
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
察

せ
ら
れ
る
。
績
・
日
本
後
紀
窓
十
三
に
朝
野
鹿
取
の
傳
を
載
せ
、
「
少
無
二
大
立
鱒
肩
幅
　
史
漢
鱒
粂
知
昌
面
一
茸
始
、

試
一
昔
生
繍
云
々
。
」
ご
あ
る
。
　
こ
れ
は
延
暦
年
中
の
事
ら
し
く
前
後
の
文
か
ら
減
せ
ら
れ
る
が
、
右
の

法
倉
の
實
呼
数
果
の
一
例
ビ
見
ら
れ
る
。
雫
安
朝
市
の
大
江
匡
房
著
の
江
家
次
第
第
五
憲
の
繹
，

奥
の
所
に
は

　
　
式
部
輔
以
下
畜
生
を
峯
み
て
西
方
門
よ
り
入
り
西
堂
に
著
く
。
登
者
、
座
論
の
博
士
、
暑
博
‡

　
　
墾
上
云
々
。
暑
博
士
無
題
を
護
む
蹴
緒
樋
管
代
座
主
の
博
士
無
題
を
農
工
す
。

ε
あ
っ
て
明
に
暑
讃
ε
感
泣
ご
を
雇
別
し
て
あ
る
。
藤
原
定
家
の
鐸
莫
次
第
に
も
同
機
の
記
事
・

が
あ
り
、
こ
れ
は
二
君
訓
護
の
文
字
を
使
用
し
て
二
つ
を
匿
別
し
て
あ
る
。
愚
論
近
代
不
慮
ビ
塗

　
　
　
大
三
三
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
寮
の
敏
育
史
上
に
お
け
る
意
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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幽

ふ
古
注
は
、
呉
吾
で
昔
護
す
る
や
う
に
改
つ
た
事
を
言
ふ
の
か
、
そ
れ
ご
も
滋
藤
は
全
く
壌
絶
し
た
．

意
昧
か
、
私
に
は
分
り
か
ね
る
が
、
擁
護
が
延
喜
の
頃
に
確
に
行
は
れ
て
る
た
こ
ご
は
式
の
明
文
に
・

よ
っ
て
疑
の
な
い
事
實
で
あ
る
。

　
當
時
の
敷
授
は
一
字
一
句
の
末
ま
で
も
、
生
徒
に
諸
議
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
十
日
毎
に
一
日
．

の
休
暇
が
あ
る
。
そ
の
休
業
前
に
試
験
を
す
る
。
登
戸
は
一
千
言
の
中
で
績
い
た
三
字
を
隠
し
・

て
學
生
に
言
は
せ
る
○
　
講
義
は
二
千
言
毎
に
、
大
一
義
一
條
を
試
問
す
る
Q
　
三
皇
を
試
み
て
二
條
池

じ
た
ら
及
第
ご
し
、
全
く
池
じ
な
い
者
は
腱
罰
を
加
へ
ら
れ
る
Q
　
年
の
絡
に
は
講
義
に
つ
い
て
大

義
入
條
を
問
ふ
Q
六
以
上
通
じ
た
ら
上
ご
し
、
四
以
上
怠
れ
ば
中
ご
し
、
三
以
下
は
下
ご
す
る
Q
三
「

年
つ
や
い
て
下
で
あ
れ
ば
退
學
を
命
せ
ら
れ
る
。
年
の
絡
に
登
暑
の
試
問
は
し
な
い
。

　
在
學
九
年
を
越
え
て
書
癖
暴
に
堪
へ
な
い
者
は
退
歩
さ
せ
る
。
國
康
生
で
二
経
に
通
熟
し
て

爾
そ
れ
以
上
に
學
青
し
た
い
者
は
試
験
の
上
心
魂
に
面
隠
す
る
こ
ご
を
許
す
。
國
學
が
法
文
上
．

に
制
定
せ
ら
れ
・
ま
だ
事
繰
上
全
國
に
普
く
設
立
せ
ら
れ
て
る
な
い
以
前
か
ら
、
中
央
政
府
は
國
學

な
る
者
を
恥
く
見
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
も
爾
學
通
じ
て
在
學
九
年
よ
り
越
．

す
こ
ご
を
許
さ
な
い
。
師
敏
に
循
は
す
、
又
一
年
の
中
公
の
体
暇
以
外
に
百
日
以
上
休
労
す
る
者

は
同
じ
く
退
學
さ
せ
る
。
年
齢
二
十
五
歳
以
下
で
服
忌
の
た
め
に
退
學
し
た
も
の
は
願
に
よ
つ



て
再
入
學
を
許
す
。
　
こ
の
場
合
も
通
じ
て
九
年
を
越
す
こ
ご
を
許
さ
な
い
。
　
こ
の
以
外
に
は
一

切
再
入
學
を
許
可
し
な
い
。

　
禮
を
謂
ふ
時
に
諸
種
の
用
務
の
た
め
に
三
生
を
使
ふ
の
は
許
し
て
・
の
る
◎
令
・
義
解
に
は
禮
を
、

注
し
て
『
輝
奨
及
び
束
脩
の
類
を
謂
ふ
』
ご
あ
る
。
そ
の
外
に
は
妄
り
に
寝
首
を
使
っ
て
は
な
ら

ぬ
一
叉
學
生
は
作
二
番
戯
す
る
こ
ご
を
禁
じ
て
あ
る
が
、
弾
琴
弓
射
の
み
は
例
外
ご
し
て
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
項
に
大
学
二
言
命
の
徳
育
上
の
方
針
が
如
何
な
る
も
の
で
有
っ
た
か
、
推
察
さ
れ
る
。

四

66工

　
大
里
に
入
學
を
許
さ
れ
る
者
は
五
位
以
上
の
者
の
子
孫
ご
東
西
史
部
の
子
ご
に
限
る
。
も
し

王
位
以
上
の
子
が
願
出
た
時
に
は
許
す
筈
に
な
っ
て
み
る
。
以
上
す
べ
て
年
齢
十
三
以
上
十
六

以
下
の
聰
命
な
る
者
に
限
っ
て
あ
る
。
五
位
以
上
の
中
へ
は
諸
王
ご
諸
臣
ご
を
総
括
し
て
あ
る
。

親
王
は
各
親
王
家
に
文
學
ご
穂
す
る
侍
講
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
か
ら
此
の
規
則
の
外
に
な
る
。

一
慧
智
時
は
五
位
以
上
の
者
が
何
人
み
た
か
、
そ
の
子
孫
が
何
入
居
つ
た
か
、
そ
ん
な
数
は
こ
て
為

分
ら
な
い
が
後
の
言
ふ
如
く
五
位
以
上
の
公
家
は
二
百
入
な
か
．
つ
だ
こ
考
へ
ら
れ
る
が
そ
の
子

孫
が
全
部
大
學
へ
行
っ
た
．
も
の
で
な
か
っ
た
ら
う
。

　
　
　
大
二
二
に
定
め
ら
れ
た
る
大
學
寮
の
敏
育
史
上
に
お
け
る
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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天
李
十
一
年
八
月
に
太
政
官
か
ら
蔭
子
孫
並
に
位
子
は
年
齢
の
高
下
に
限
ら
す
、
皆
大
學
に
入

っ
て
【
向
に
學
質
す
る
や
う
に
命
令
し
て
み
る
。
蔭
子
孫
並
に
位
子
ご
は
後
に
述
べ
る
如
く
、
五

位
以
上
の
者
の
子
孫
に
賜
る
位
階
上
の
特
典
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
思
為
に
お
い
て
は
年
齢
の
制
限

は
思
出
さ
れ
て
る
る
が
、
位
階
上
の
制
限
は
元
の
ま
、
で
あ
る
。
李
安
朝
に
入
っ
て
入
骨
性
働
の

命
倉
は
二
度
ほ
ご
出
て
み
る
が
、
常
じ
平
野
十
一
年
の
太
政
官
符
よ
り
資
格
範
國
は
極
限
さ
れ
て

る
る
○

　
ざ
こ
ろ
が
天
不
二
年
．
三
月
に
太
政
官
が

　
　
大
書
の
生
徒
饒
に
歳
月
を
経
れ
ご
も
習
業
庸
淺
に
し
て
猶
博
く
達
し
難
し
。
實
に
是
れ
家

　
　
撹
困
窮
し
て
資
給
す
る
に
物
無
し
。
學
を
好
む
者
あ
り
ご
錐
も
志
を
途
ぐ
る
に
淀
へ
す
。

　
　
望
み
請
ふ
性
識
上
子
に
し
て
工
業
優
長
な
る
者
十
人
以
下
五
人
以
上
、
専
ら
學
問
に
精
し
き

　
　
者
を
選
び
以
て
善
誘
F
を
加
へ
切
で
夏
冬
の
母
指
に
食
料
を
賜
は
ら
ん
○
　
云
々
。

ご
奏
請
し
て
み
る
の
を
見
れ
ば
、
貴
族
の
子
弟
は
多
一
入
學
し
て
み
な
か
っ
た
や
う
に
察
せ
ら
れ

る
。
こ
の
『
十
人
以
下
五
人
以
上
』
ご
い
ふ
の
は
、
言
は
い
特
待
生
で
み
る
か
ら
、
此
人
数
以
外
に
爾

若
干
の
學
生
は
発
つ
淀
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
大
部
分
貧
書
生
で
あ
っ
だ
も
の
ら
し
い
○
當
時

は
貧
富
の
差
が
か
な
b
甚
だ
し
か
っ
た
故
、
貴
族
は
富
裕
な
筈
で
あ
る
。
　
い
か
に
低
く
見
て
も
九
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年
以
内
（
成
績
さ
へ
よ
け
れ
ば
一
年
目
で
も
二
年
目
で
も
卒
業
で
き
る
）
の
二
二
に
苦
し
む
ほ
ご
貧

乏
で
は
あ
る
ま
い
．
、
二
っ
て
五
位
以
上
の
子
孫
は
経
濟
上
の
問
題
か
ら
學
業
を
厭
ふ
も
の
で
も

あ
る
ま
い
○
唯
下
問
に
熟
心
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
天
卒
十
一
年
の
官
符
で
奨
櫛

し
て
あ
る
の
で
あ
る
○
季
安
朝
の
こ
度
の
制
禦
も
さ
う
で
あ
る
。
源
氏
物
語
少
女
の
港
に
源
氏

の
君
の
子
の
夕
霧
が
大
身
に
入
學
す
る
記
事
が
あ
る
Q
そ
れ
を
見
る
ご
、
昔
ω
大
著
の
盛
時
に
も

劣
ら
濾
ほ
ざ
、
今
も
大
學
の
繁
榮
す
る
時
で
あ
り
、
亡
者
が
多
く
、
そ
う
し
て
忍
者
は
皆
世
に
贈
れ
て

み
る
ご
記
述
し
て
あ
る
が
、
學
生
中
に
夕
霧
ほ
ざ
の
身
分
の
者
は
一
入
も
無
か
つ
だ
ら
し
一
書
き

大
學
生
は
皆
貧
乏
書
生
の
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
且
つ
か
く
大
學
が
歌
え
、
學
者
の
多
い
世
の
中

の
如
く
書
い
て
あ
り
な
が
ら
、
大
學
出
身
の
公
卿
は
著
し
く
少
数
の
や
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。
　
か

く
言
ふ
ご
大
野
は
常
に
文
叩
上
に
効
盆
が
な
か
っ
た
や
う
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
さ
う
速

漸
す
る
の
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
大
口
本
史
刻
傳
巻
百
態
「
よ
り
歴
青
四
十
二
ま
で
は
ほ
い
大
工
の
頃
よ
り
延
久
の
頃
ま
で
、
印

ち
大
際
倉
の
登
布
さ
れ
た
頃
よ
り
藤
原
氏
の
勢
力
が
將
に
下
り
阪
に
な
り
か
け
だ
頃
ま
で
に
活

動
し
だ
主
要
な
人
物
を
綱
羅
し
て
あ
る
。

　
右
列
傳
は
ほ
い
時
代
順
に
列
挙
し
て
あ
る
も
の
、
、
事
蹟
の
似
た
入
々
を
同
一
の
窓
に
集
め
る

　
　
　
大
網
令
に
定
め
ら
れ
六
ろ
大
學
寮
の
数
育
史
上
に
お
け
る
意
味
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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方
針
を
探
っ
て
あ
る
か
ら
、
右
の
中
か
ら
大
立
年
間
又
は
そ
れ
以
前
に
死
ん
だ
事
の
明
か
な
人
を
・

省
き
、
後
弓
條
天
皇
の
延
久
年
間
に
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
人
は
除
去
る
ご
一
＝
＝
一
人
あ
る
。
　
今
こ
・

れ
か
ら
大
豆
に
關
す
る
統
計
を
つ
く
っ
て
み
る
ご
次
の
や
う
で
あ
る
。
　
一
人
の
人
が
雨
時
代
に

跨
る
場
合
に
は
、
晩
年
に
な
っ
て
後
の
時
代
に
入
っ
た
入
は
前
の
時
代
に
博
す
る
人
ご
假
下
し
、
青

年
肚
年
の
時
に
後
の
時
代
に
入
っ
た
人
は
後
の
時
代
に
厨
す
る
入
ご
假
定
し
た
。
「
大
工
に
學
ん

だ
人
」
ご
あ
る
の
は
大
日
本
吏
に
明
記
さ
れ
て
み
る
入
だ
け
を
数
へ
上
げ
だ
の
で
あ
っ
て
↓
文
學
の

聞
え
あ
る
入
」
ご
言
ふ
の
は
大
日
本
吏
に
お
い
て
倉
岳
の
文
學
帥
ち
経
書
に
通
す
る
者
、
史
傳
律
A
F

な
ざ
に
精
し
き
者
、
詩
文
に
巧
み
な
者
ご
記
さ
れ
て
み
る
義
々
の
中
大
學
に
入
山
し
た
こ
記
さ
れ

て
み
な
い
等
々
を
計
上
し
た
の
で
あ
る
。
も
ご
よ
り
女
子
は
一
人
も
は
い
っ
て
み
な
い
。

年
歎

掛
長
に
の
っ
て
あ
ろ
人
　
　
数

そ
の
中
て
大
概
に
學
ん
だ
人
々
の
数

百
分
比

丈
學
の
聞
え
あ
ろ
人
々
の
数
（
大
學
出
勇
奄
除
く
）

百
分
比

大
寅
令
獲
看
よ
り
挙
安
鎗
都
ま
で
弔
安
輿
都
よ
り
池
麿
使
塵
継
ま
で
遣
唐
使
腹
羅
よ
り
後
三
條
天
皇
即
位
ま
で

九
二
年
司
○
○
年
一
七
五
年

入
九
七
七
五
六

○
二
三
．
四

一
三
〇
七

二
…
一
＝
一
五

二
四
二
七
二
七

三
六
七
年

二
一
ご
一

主
峯

五
七

二
六
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此
の
表
は
も
こ
よ
う
極
め
て
あ
て
に
，
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
二
に
載
っ
て
み
る
入
が
極

め
て
一
部
の
人
に
限
っ
て
み
る
し
、
大
黒
出
身
を
明
記
し
て
な
い
人
の
中
に
も
大
隅
を
卒
業
し
た

人
も
多
か
ら
う
し
、
文
學
の
聞
え
あ
る
こ
ご
を
明
記
し
て
な
い
人
々
の
中
に
は
立
派
に
二
時
の
學

問
を
修
め
π
人
も
あ
っ
た
ら
う
。
。
か
く
頼
）
な
い
物
で
は
め
る
が
大
膿
の
傾
向
は
わ
か
る
ご
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
表
だ
け
に
よ
る
ご
奈
良
朝
の
頃
に
大
學
出
∵
身
の
著
名
な
人
は
無
い
。
尤
も
卒
安
朝
の
極

始
の
頃
に
活
動
し
だ
入
の
中
に
は
奈
良
朝
の
絡
に
大
逆
に
遊
ん
だ
人
も
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
右
の

表
の
中
の
入
を
］
々
調
べ
て
見
る
に
脚
下
ほ
ざ
光
仁
天
皇
の
末
年
か
桓
武
天
皇
の
遷
都
以
前
に

大
學
に
居
っ
た
人
々
が
あ
る
Q
他
は
皆
遷
都
後
に
大
學
に
遊
ん
で
み
る
。
公
卿
補
任
に
載
っ
て

み
る
人
の
傳
記
を
調
べ
て
み
て
も
奈
良
朝
の
公
卿
に
は
大
學
串
身
は
な
い
。
も
ご
よ
り
詳
細
に

傳
を
見
た
わ
け
で
な
い
か
ら
断
言
は
で
き
な
い
。
補
任
に
の
ら
な
い
静
々
の
中
に
は
大
學
出
身

も
あ
る
こ
ご
だ
ら
う
ご
信
℃
る
。
遣
唐
使
停
止
（
宇
多
天
皇
寛
李
六
年
）
以
後
に
活
動
せ
る
大
學
出

身
の
人
は
、
四
人
の
中
三
人
ま
で
使
停
止
以
前
に
大
學
を
卒
業
し
て
み
る
。
唯
一
人
だ
け
停
止
後

十
四
年
目
延
喜
入
穿
に
入
堕
し
て
み
る
。
右
の
表
で
み
れ
ば
大
洋
が
文
敷
に
大
い
に
功
の
あ
っ

た
の
は
李
安
朝
の
初
期
に
限
っ
て
み
た
や
う
で
、
そ
の
他
の
時
代
は
微
々
こ
し
て
振
は
な
か
っ
た

　
　
　
大
貸
令
に
定
め
ら
れ
六
ろ
大
學
寮
の
敷
育
吏
上
に
お
け
る
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

ら
し
、
o

　
　
し

　
前
記
面
諭
二
年
の
太
政
官
の
奏
は
奈
良
朝
の
標
子
を
示
し
、
源
氏
少
女
の
憲
は
一
條
天
皇
頃
の

古
態
を
示
し
て
み
る
。
延
喜
頃
衰
微
の
状
態
は
例
の
三
善
清
行
の
封
事
に
よ
っ
て
知
る
こ
ご
が

出
來
る
し
、
爾
一
條
天
皇
頃
の
有
様
を
告
げ
る
も
の
に
は
類
聚
符
宣
抄
悲
九
に
載
っ
て
み
る
中
原

致
時
の
讃
歌
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
後
に
述
べ
る
事
こ
し
て
、
李
安
朝
初
期
の
盛
大
な
状
況
を
先

づ
考
へ
て
み
た
い
ご
思
ふ
。

五

　
か
く
卒
安
朝
の
初
期
に
語
え
て
そ
の
前
後
に
衰
微
し
て
み
る
の
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
ら
う

か
。
ご
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
奈
良
朝
に
お
い
て
朝
廷
は
年
長
朝
初
期
ほ
ご
に
大
虚
を
奨
概
さ
れ
な

か
っ
た
。
全
然
骨
を
折
ら
な
い
の
で
は
な
く
績
日
本
紀
、
類
聚
三
代
格
な
ご
を
兄
れ
ば
色
々
の
奨

煽
を
し
て
み
た
事
が
分
る
が
、
李
安
朝
初
期
に
比
す
れ
ば
奨
學
方
法
が
微
温
飽
で
あ
っ
た
Q
李
安

朝
中
期
以
後
は
朝
政
が
萎
靡
し
才
學
あ
る
者
を
務
め
て
要
路
に
立
た
ぜ
る
事
も
な
一
な
っ
た
時

で
あ
る
か
ら
、
奨
画
す
る
だ
け
の
財
政
上
の
磁
器
も
な
く
、
又
漿
画
す
る
必
．
要
も
な
く
な
っ
た
。

　
何
故
か
く
卒
安
朝
初
期
に
特
に
奨
画
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
頃
は
特
に
漢
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文
學
が
榮
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
雫
安
朝
の
す
つ
ご
末
ま
で
二
丁
こ
し
言
へ
ば
漢
学
の
事
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
研
究
が
殊
に
初
期
に
盛
大
で
あ
っ
だ
、
わ
が
國
風
の
和
歌
さ
へ
一
時
衰
頽
し
だ
ε

言
は
れ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
漢
詩
文
の
研
．
・
究
が
こ
の
初
期
に
特
別
に
盛
ん
で
あ
っ
た
事
に
つ

い
て
は
そ
の
原
因
は
色
々
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
恐
ら
く
そ
の
中
で
も
殊
に
主
要
な
原
因
は
次
の
二

で
あ
ら
う
。
　
一
は
支
那
ご
の
交
通
が
推
古
天
皇
以
來
繁
く
な
b
、
彼
の
地
の
丈
化
は
水
の
流
れ
る

如
く
輸
入
さ
れ
た
け
れ
ご
も
、
瀧
詩
文
の
如
き
は
中
々
理
解
し
が
た
く
模
倣
が
難
し
い
か
ら
、
日
本

に
お
け
る
斯
學
の
野
里
は
奈
良
朝
頃
よ
り
著
し
く
な
っ
て
來
た
も
の
の
、
殊
に
盛
ん
ご
な
っ
た
の

は
や
つ
ご
李
安
朝
初
期
で
あ
っ
た
○
三
池
の
不
便
こ
い
ふ
事
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
抽

象
的
な
も
の
は
模
倣
追
随
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
我
が
國
が
支
那
ご
の
交
通
を
始
め
て
も
、
そ
の
文

化
を
輸
入
し
て
も
、
漢
丈
學
は
急
蓮
に
襲
達
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
の
明
白
な
謹
慷

は
、
唐
で
は
経
書
の
研
究
を
す
る
の
に
、
唐
の
太
宗
が
時
の
鴻
儒
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
註
繹
が
一
般

に
循
奉
さ
れ
て
る
た
が
、
我
が
國
で
は
実
事
唐
制
に
よ
り
な
が
ら
後
々
ま
で
漢
魏
晋
む
ろ
の
註
騨

に
た
よ
っ
て
み
た
。
韓
柳
二
家
が
古
文
を
復
興
し
た
の
は
桓
武
天
皇
の
御
代
に
當
る
け
れ
ざ
も
、

我
が
國
の
文
入
は
雫
安
朝
の
末
ま
で
四
六
駐
贋
文
を
作
っ
て
み
た
。

　
二
は
李
安
朝
初
期
に
皇
威
が
盛
ん
で
あ
り
、
紀
綱
は
粛
正
さ
れ
、
久
し
く
朝
廷
を
櫛
ま
し
た
蝦
夷

　
　
　
大
戸
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
寮
の
教
育
史
上
に
お
け
ろ
貿
易
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
ご
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三
二

も
鎭
定
さ
れ
、
朝
野
を
あ
げ
て
太
平
を
樂
し
み
え
た
か
ら
で
あ
る
○
奈
良
朝
も
聖
武
天
皇
頃
は
皇

威
の
伸
張
し
た
時
代
で
あ
っ
た
が
紀
綱
が
棄
観
し
た
事
は
箏
へ
な
い
事
實
で
あ
る
。
嵩
物
朝
の

初
期
は
ま
だ
藤
原
氏
も
胴
忘
を
恣
に
せ
す
、
比
較
的
公
李
な
政
治
が
行
は
れ
た
。
後
の
藤
原
氏
専

樺
蒔
代
の
弊
害
は
少
し
づ
、
芽
を
出
し
て
み
る
け
れ
こ
も
さ
程
烈
し
く
な
っ
て
み
な
い
。
そ
う

し
て
外
は
唐
渤
海
新
羅
ご
の
交
蓮
が
奈
良
朝
に
引
績
い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
李
安
朝
の
中
期
に

入
っ
て
此
等
の
並
々
が
時
を
津
々
同
じ
う
し
て
皆
亡
ん
だ
Q
そ
れ
ご
共
に
我
國
ご
の
公
の
交
通

も
絶
え
こ
の
外
か
ら
の
刺
戟
は
無
く
な
り
、
内
朝
政
が
棄
働
す
る
ご
漢
文
學
も
急
に
衰
微
し
大
學

も
衰
頽
す
る
の
で
あ
る
。

　
拳
安
朝
の
初
期
は
こ
の
原
因
あ
る
上
に
代
々
の
天
皇
が
こ
ぞ
っ
て
漢
文
學
を
奨
煽
せ
ら
れ
、
學

者
を
朝
廷
に
集
め
ら
れ
た
。
從
っ
て
大
証
も
榮
え
元
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
を
除
い
て
は
こ
の

頃
ほ
ざ
學
者
の
多
く
叉
著
述
の
多
い
時
代
は
な
い
ε
言
は
れ
る
。
そ
の
詳
し
い
事
は
文
學
史
に

譲
っ
て
こ
、
で
は
省
き
、
直
接
二
二
の
朕
態
だ
け
を
調
べ
て
見
た
い
。

占ノ、

奈
良
の
京
に
お
け
る
大
毒
の
規
模
は
は
っ
き
り
し
な
い
ら
し
い
が
、
賦
払
京
で
は
西
は
朱
雀
大
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路
（
今
の
千
本
瓶
）
、
束
は
壬
生
大
路
（
今
の
二
念
城
の
西
端
に
睡
る
〉
、
北
は
二
選
大
路
、
南
は
三
條
坊
門
（
今

の
御
池
通
）
の
規
模
を
持
っ
て
る
π
。
今
日
の
肩
幅
や
道
路
の
長
さ
は
中
昔
ご
は
か
は
っ
て
み
る

が
、
そ
の
大
さ
を
今
の
學
稜
ご
比
べ
て
み
る
ε
第
三
高
等
學
校
の
敷
地
よ
り
小
さ
く
、
ざ
つ
ご
共
の

七
八
割
に
當
っ
て
み
る
。
今
口
の
や
う
に
廣
い
運
動
場
を
必
要
ご
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
菅

原
大
江
御
民
の
私
出
た
る
交
章
院
が
建
て
ら
れ
て
あ
っ
た
し
、
始
の
中
は
學
生
は
全
部
す
べ
て
寄

宿
舎
に
入
っ
て
ゐ
π
し
、
騨
奨
を
す
る
場
勝
も
、
そ
の
祭
器
を
入
れ
る
場
所
も
あ
っ
た
か
ら
今
H
の

敷
室
に
當
る
所
は
割
合
に
荻
小
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
學
生
の
短
員
は
大
知
令
鋼
定
の
頃
よ
り
は
幾
ら
か
増
加
し
て
み
る
○
始
め
命
鋼
で
は
前
詑
の

如
く
博
士
．
看
書
糞
の
博
士
を
窪
い
て
學
生
四
百
人
、
鋒
生
三
十
入
を
入
漁
さ
せ
る
規
定
を
作
っ
た
。

官
吏
登
…
川
試
験
に
通
…
過
す
る
見
込
の
あ
る
者
が
卒
業
…
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
登
用
試
験
即

ち
貢
暴
に
は
秀
才
、
明
経
、
…
進
士
、
明
法
、
書
及
び
…
算
の
六
滋
ご
な
っ
て
み
る
。
進
士
は
李
安
朝
の
交
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

生
で
あ
る
。
長
命
に
は
経
書
の
講
…
説
に
長
じ
な
い
者
で
も
文
藻
に
祝
ひ
、
そ
の
才
が
秀
才
進
士
に

堪
へ
た
る
者
は
献
避
暴
を
受
．
験
さ
せ
る
規
定
だ
け
あ
っ
て
、
明
法
に
つ
い
て
何
等
悟
る
』
3
所
が
な
い
。

（
官
吏
養
成
ご
大
壷
こ
の
無
意
係
な
事
は
此
の
一
事
で
も
分
る
が
、
こ
の
事
は
後
に
細
説
す
る
こ
し

て
）
明
法
は
臼
本
の
律
倉
に
つ
い
て
論
定
し
、
進
士
ぽ
文
選
爾
雅
及
び
論
文
に
つ
い
て
試
み
，
秀
才
は

　
　
　
大
竃
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
崇
楽
の
敏
育
史
上
に
お
け
る
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
二
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四

論
文
を
書
か
せ
て
国
王
高
才
を
調
べ
る
。
こ
れ
ら
の
修
養
を
し
ょ
う
ご
す
る
者
は
濁
學
す
る
か
、

大
圏
外
の
學
者
に
つ
い
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
法
博
士
ご
交
章
博
士
ご
の
名
は
古

く
か
ら
有
っ
た
が
紳
維
五
年
か
ら
大
學
の
職
員
に
加
へ
ら
れ
、
同
時
に
助
敷
ご
早
々
同
じ
職
務
を

執
る
直
講
が
遣
か
れ
た
○
明
法
博
士
は
二
人
、
直
講
は
三
人
．
文
章
博
士
は
一
入
で
あ
り
、
皆
こ
れ
も

位
階
は
助
敷
ご
同
じ
く
正
七
位
下
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
手
倉
登
布
後
二
十
六
年
爵
で
あ
る
。

竿
城
天
皇
の
大
同
三
年
に
直
講
一
人
を
減
じ
紀
傳
博
士
一
人
を
彊
い
て
支
那
の
史
箱
を
研
究
せ

し
め
ら
れ
た
が
、
仁
明
天
皇
の
承
和
元
年
こ
れ
を
関
し
て
文
章
博
士
一
人
を
増
さ
れ
た
。
　
こ
れ
よ

b
導
出
皐
道
に
お
い
て
歴
史
を
も
研
↓
究
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
　
明
法
生
は
十
入
、
県
立
早
生
は
二
十
入

あ
る
、
こ
の
文
章
生
の
み
は
四
身
が
違
っ
て
み
て
李
安
朝
の
頃
は
多
く
は
明
維
生
よ
り
試
験
を

し
て
擬
文
章
生
に
補
し
，
更
に
宣
旨
に
よ
っ
て
省
試
を
う
け
て
文
章
生
に
補
し
た
。
文
章
生
が
作

文
の
試
験
に
及
第
す
る
ビ
文
章
得
業
生
ご
な
る
Q
こ
れ
は
定
員
二
入
で
あ
っ
た
Q
天
草
以
後
は

文
章
得
業
生
を
秀
才
ご
言
ひ
大
営
倉
の
秀
才
ご
意
昧
が
墾
っ
て
來
た
。
朝
廷
の
待
遇
は
交
章
得

業
生
，
文
章
生
の
順
に
下
り
そ
の
次
に
明
経
明
法
算
道
の
諸
生
が
遣
か
れ
る
。
騨
奨
の
時
も
こ
の

順
に
列
席
．
す
る
、
得
業
生
は
大
賓
A
F
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
天
李
年
間
か
ら
で
き
た
。
後

に
は
文
章
だ
け
で
な
く
明
経
明
法
算
道
に
も
あ
っ
た
。
博
士
は
こ
れ
ら
得
業
生
か
ら
質
せ
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。
以
上
の
定
員
を
表
示
す
れ
ば
次
の
や
う
に
な
る
○

　
　
文
章
生
　
二
〇
入
　
文
章
得
業
生
　
二
人

　
　
學
生
　
四
〇
〇
人
　
開
経
得
業
生
　
四
人

　
　
明
法
生
　
一
〇
人
　
明
法
得
業
生
　
二
人

　
　
算
生
　
　
三
〇
入
　
弊
得
業
生
　
　
二
入

　
か
く
文
章
生
の
奪
重
さ
れ
る
”
結
果
は
當
時
漢
詩
文
の
重
ん
せ
ら
れ
た
事
ε
相
侯
っ
て
文
章
博

士
を
凡
て
の
博
士
中
最
も
奪
い
者
た
ら
し
め
淀
。
　
從
來
は
文
章
博
士
は
明
経
博
士
（
正
六
位
下
）
よ

り
す
つ
ご
低
い
者
（
正
七
喪
亡
V
で
あ
っ
た
Q
然
る
に
弘
仁
十
二
年
二
月
よ
り
交
章
博
士
は
一
躍
し

て
從
五
位
下
相
當
の
官
こ
な
り
、
こ
の
後
は
學
者
ε
言
は
れ
る
人
は
多
く
こ
の
滋
か
ら
出
る
事
こ

な
つ
だ
。
清
原
夏
野
や
菅
原
池
眞
は
こ
の
滋
よ
り
出
て
大
臣
に
ま
で
陞
つ
た
。
か
く
大
學
は
盛

ん
に
な
っ
た
け
れ
ざ
も
、
最
初
明
経
を
重
ん
じ
て
み
た
精
油
は
い
つ
し
か
す
た
れ
て
、
時
代
の
傾
向

の
移
る
に
つ
れ
て
大
辛
は
文
章
に
耽
り
詩
を
翫
ぶ
場
所
ご
な
り
大
業
生
は
詩
文
の
巧
を
競
ふ
こ

ご
を
圭
ε
す
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
大
喪
の
會
計
の
中
で
學
生
に
給
費
す
る
爲
の
拗
學
田
は
藩
謙
天
皇
の
天
李
寳
宇
元
年
に
、
大
學

寮
に
二
十
町
（
一
説
に
ヨ
十
町
ご
あ
る
が
、
二
十
町
の
方
が
良
い
ら
し
い
）
を
置
く
の
が
始
り
で
あ
る
。

　
　
　
大
高
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
寮
の
敏
育
鹿
上
に
お
け
る
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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山
ハ

但
し
勘
學
瓜
の
名
は
延
暦
十
三
年
に
始
．
⇔
。
天
李
寳
字
元
年
か
ら
二
十
四
年
後
の
光
仁
天
空
天

工
元
年
に
は
太
宰
府
の
府
下
に
拗
學
田
を
麗
か
ん
こ
ご
を
上
奏
し
て
許
さ
れ
て
み
る
。
そ
の
官

符
に

　
　
右
府
加
學
校
⊥
ハ
國
の
蒲
學
生
合
繊
生
算
生
は
二
百
落
入
あ
り
。
　
云
々
○
　
聾
粥
ふ
國
毎
に
田
四
町
を
置

　
　
き
、
二
町
を
以
て
明
経
秀
才
の
者
に
賜
ひ
、
二
町
を
以
て
欝
糞
の
優
長
な
る
者
に
賜
は
ら
ん
ご
Q

　
　
云
々
。
右
大
臣
宣
す
。
勅
を
奉
じ
て
宜
し
く
講
に
依
る
べ
し
ご
。

　
府
學
へ
は
筑
前
、
筑
後
、
霊
前
、
豊
後
冨
肥
繭
、
肥
後
六
國
の
生
徒
が
入
題
し
、
普
蓮
の
國
學
よ
う
大
き
く
、

且
つ
國
學
に
な
い
半
生
が
居
り
．
後
に
は
明
法
博
士
も
置
い
た
程
で
、
大
石
の
禰
小
な
も
の
ご
言
っ

て
も
良
い
程
で
あ
る
。
造
園
の
國
學
は
大
國
で
・
五
十
入
、
上
通
で
四
十
入
の
定
員
で
あ
る
。
右
の

六
國
の
中
で
肥
後
が
大
國
で
他
は
上
気
で
あ
る
。
然
ら
ば
府
學
の
定
員
は
こ
百
五
十
入
ご
発
て

大
差
な
い
で
あ
ら
う
。
し
て
み
る
ご
定
員
の
約
五
分
の
四
は
在
減
し
て
ゐ
淀
の
で
あ
る
。
そ
の

鋤
…
脇
田
は
二
十
四
町
あ
っ
た
。
今
假
り
に
勘
學
田
の
み
を
比
較
す
れ
ば
大
學
よ
り
府
學
の
方
が

良
い
や
う
で
あ
る
Q
事
實
こ
し
て
大
學
の
方
は
不
足
勝
で
あ
っ
て
十
分
に
生
徒
に
給
費
．
奨
學
が

で
き
な
か
っ
た
か
ら
天
慮
元
年
か
ら
十
三
年
の
ち
延
暦
十
三
年
郎
ち
雫
安
遷
都
の
年
に
越
前
湘

賀
郡
の
水
田
百
二
町
徐
を
加
へ
て
百
二
十
除
町
こ
し
た
。
こ
の
頃
和
氣
廣
世
が
始
め
て
大
學
別
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當
ご
な
っ
た
。
刷
當
は
大
落
頭
の
上
に
位
し
て
大
學
を
絡
饗
す
る
官
で
、
親
王
、
大
臣
、
納
言
中
よ
う

之
を
補
す
る
例
で
め
つ
だ
Q
廣
世
は
在
任
中
に
大
學
へ
私
罵
二
十
町
を
寄
附
し
た
Q
こ
れ
で
拗

學
田
は
一
百
四
十
録
町
こ
な
っ
た
Q
越
前
の
四
界
を
概
く
時
の
勅
の
中
に

　
　
争
心
を
膠
序
に
留
め
、
想
を
儒
宗
に
属
す
云
々
。
而
も
経
蒋
之
道
今
に
隆
な
ら
す
、
好
學
之
徒

　
　
聞
ゆ
る
な
し
云
々
。
賜
れ
去
る
天
李
賓
字
元
年
置
く
所
の
大
筆
誉
田
二
十
町
は
生
徒
稽
衆

　
　
く
し
て
費
を
供
す
る
に
足
ら
す
。
宜
し
く
夏
に
前
件
の
水
田
を
功
置
し
、
前
に
蓮
じ
て
一
百

　
　
二
十
除
町
を
名
づ
け
て
槻
野
田
ざ
日
ひ
、
生
徒
に
膿
給
し
そ
の
業
を
途
げ
し
む
べ
し
云
々
。

　
そ
の
後
も
拗
野
田
は
次
第
に
瑠
朝
し
た
。
學
生
は
朝
廷
の
暖
い
保
護
を
受
け
て
心
配
な
く
勉

張
で
き
た
ら
し
い
。
山
城
久
世
郡
の
三
十
除
町
、
河
内
茨
田
母
川
爾
郡
の
五
十
五
町
を
生
徒
食
料

ビ
し
、
又
平
野
大
炊
寮
百
度
飯
一
石
五
斗
を
給
し
た
ご
も
あ
う
、
爾
諸
種
の
補
助
が
あ
っ
た
。
か
く

し
て
多
く
の
學
者
は
難
儀
し
た
。
拗
畑
田
は
成
績
の
よ
い
學
生
、
父
組
の
功
勲
あ
る
者
な
ざ
を
補

助
す
る
の
で
全
部
の
生
徒
に
給
下
す
る
の
で
は
無
い
ら
し
い
。
然
し
こ
の
や
う
に
渤
華
麗
が
多

く
な
れ
ば
給
費
生
を
多
く
し
て
も
可
い
。
塾
生
は
常
に
す
べ
て
官
費
の
や
う
に
考
へ
て
る
る
人

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
ご
思
は
れ
る
。

　
単
安
初
期
は
前
駆
の
、
如
く
漢
文
學
の
最
隆
盛
期
で
あ
っ
た
故
」
大
畑
だ
け
で
は
不
足
ε
し
て
私

　
　
　
大
士
令
に
定
め
ら
れ
カ
ろ
大
墨
黍
の
数
育
吏
上
に
お
け
ス
、
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
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學
が
績
田
し
か
。
和
寒
廣
世
が
建
て
た
弘
文
院
を
筆
頭
に
、
藤
原
冬
嗣
が
建
て
た
拗
學
院
、
橘
氏
公

の
孤
館
院
、
在
原
行
年
の
癸
學
院
、
菅
原
清
公
、
大
江
音
人
の
文
章
院
等
が
着
々
建
て
ら
れ
た
。
弘
法

大
師
も
綜
藝
種
智
院
を
建
て
た
。
右
の
中
で
純
粋
の
私
學
は
綜
罪
種
智
院
の
み
で
、
他
は
一
族
の
・

子
弟
や
負
家
の
門
人
を
入
れ
π
も
の
で
あ
る
。
ご
こ
ろ
が
綜
藝
種
智
院
は
實
際
に
開
罪
し
た
か

ご
う
か
分
ら
ぬ
位
早
く
亡
び
、
弘
文
院
も
早
く
亡
び
學
館
院
．
襲
二
院
も
そ
の
氏
の
衰
へ
る
ビ
共
に

衰
へ
彫
安
朝
末
に
は
亡
ん
だ
。
文
章
院
も
不
安
朝
宋
期
に
亡
ん
だ
ら
し
い
。
そ
の
後
も
永
く
つ

い
い
た
の
は
渤
學
院
の
み
で
あ
る
。
拗
學
院
の
盛
時
は
大
學
よ
り
も
學
生
が
多
か
つ
π
ぜ
言
は

れ
る
が
、
藤
原
氏
に
俊
秀
な
人
物
の
輩
斑
し
た
の
も
こ
の
院
の
カ
が
多
か
っ
た
ら
う
Q
こ
れ
は
鎌

倉
時
代
の
末
ま
で
も
微
弱
な
が
ら
績
い
て
る
た
。
　
　
　
暫

　
大
州
寮
の
最
後
は
高
倉
天
皇
の
安
元
三
年
の
大
火
で
め
っ
た
。
し
か
し
季
安
朝
初
期
の
末
に

は
既
に
籐
程
頽
磨
し
た
Q
三
善
清
行
が
醍
醐
天
皇
の
延
喜
十
四
年
に
上
っ
た
封
事
の
其
四
に
は
，

大
學
の
由
來
殊
に
給
費
の
來
歴
を
述
べ
た
後
に

　
　
而
も
年
代
漸
く
久
し
く
事
皆
平
野
す
。
承
和
年
中
に
加
賀
郡
拗
熱
田
を
俘
善
男
に
返
給
す
。

　
　
叉
吊
し
て
久
世
’
郡
の
田
を
分
ち
て
四
分
こ
し
、
そ
の
三
分
頃
四
郷
左
右
馬
の
三
寮
に
給
し
、
繰

　
　
か
に
そ
の
＝
分
を
留
め
て
學
・
生
蝋
に
充
つ
。
河
内
雨
郡
は
水
に
遭
う
て
河
を
成
す
云
々
。
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當
今
遺
る
所
は
唯
大
炊
寮
飯
料
米
六
斗
ご
久
世
郡
遺
田
七
町
の
み
。
此
を
以
て
数
百
の
生
，

　
　
徒
に
充
つ
。
薄
粥
を
作
る
ご
も
猫
亦
周
か
ら
す
。
後
進
者
は
大
葬
は
是
れ
致
擦
之
府
、
凍
傾

　
　
之
郷
な
り
と
思
ひ
、
途
に
父
舞
は
相
虚
し
め
て
子
孫
を
し
て
薄
野
を
歯
せ
ざ
ら
し
む
る
に
至
・

　
　
る
。
是
に
由
っ
て
南
北
の
講
堂
は
罪
し
て
茂
草
こ
な
り
、
東
西
の
曹
局
（
寄
宿
倉
）
は
関
こ
し
て

　
　
人
な
し
云
々
。
（
原
交
を
少
々
箇
約
し
て
あ
る
）

　
ご
言
っ
て
み
る
、
文
は
誇
張
に
失
し
て
み
る
が
、
是
に
山
る
ご
承
和
の
頃
部
ち
李
安
朝
初
期
の

中
頃
か
ら
衰
へ
か
け
た
ら
し
い
。
右
の
封
事
ご
前
記
統
計
表
ε
は
同
じ
結
論
を
示
し
て
み
る
。

事
實
ご
し
て
延
喜
の
頃
に
大
學
生
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
學
生
は
有
っ
た
。
學
問
希

望
の
人
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
大
學
は
最
早
や
俊
秀
の
人
を
田
さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
紫

式
部
は
延
喜
の
頃
よ
り
七
入
十
年
後
の
人
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
小
説
で
あ
る
か
ら
時
代
を
限

賦
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
こ
の
衰
頽
の
時
代
の
様
子
を
示
し
て
み
る
ご
思
は
れ
る
。

延
喜
式
に
至
っ
て

　
　
虚
説
學
の
徒
、
情
に
入
魂
を
願
は
“
、
年
の
多
少
を
限
ら
す
、
す
べ
て
繰
締
を
加
へ
、
そ
の
一
経
に

　
　
翻
す
る
あ
ら
ば
、
貸
越
に
預
る
を
聴
せ
。
但
し
諸
王
及
び
五
位
己
上
の
子
孫
は
簡
試
を
煩
は
遣

　
　
さ
す
。
（
逸
學
ご
は
大
學
外
に
て
境
南
す
る
の
意
）

　
　
　
大
術
令
に
定
め
ら
れ
た
ろ
大
學
寮
の
教
育
斑
上
に
お
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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ご
あ
り
、
一
経
さ
へ
面
諭
た
ら
誰
で
も
入
れ
る
こ
ご
に
な
っ
て
み
る
。
こ
れ
だ
け
円
戸
を
開
放

し
た
。
そ
れ
は
入
歯
漆
望
者
の
減
じ
た
欝
で
あ
っ
た
ら
う
。
此
の
開
放
は
理
想
上
は
よ
い
事
に

ち
が
い
な
い
が
、
画
論
は
悪
い
結
果
を
示
し
、
後
に
詑
す
如
く
多
く
の
無
頼
、
の
徒
を
入
學
さ
せ
る
原

因
ご
な
っ
た
。

　
世
に
は
往
々
に
し
て
大
學
を
官
吏
養
成
の
學
校
で
あ
る
こ
い
ふ
人
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
誤

っ
た
概
察
で
あ
る
。
大
急
も
官
歴
の
登
龍
門
で
あ
る
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
掘

察
を
眞
な
）
ご
す
れ
ば
朝
廷
に
了
い
て
も
つ
ご
二
二
の
爲
に
努
力
す
べ
き
筈
で
あ
っ
た
。
奈
良
’

朝
の
末
か
ら
豊
野
が
や
つ
ご
増
加
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
．
朝
廷
で
あ
ま
り
草
聖
を
し
て
み
な
い
Q

大
寒
命
登
布
後
数
年
問
は
大
儲
も
絶
え
て
み
た
。
か
つ
前
述
の
如
く
貢
墨
の
中
で
明
法
は
最
初
囁

は
明
に
大
學
で
養
成
し
な
か
つ
淀
。
又
秀
才
進
士
は
學
生
以
外
か
ら
も
探
空
し
又
學
生
中
か
ら

も
畳
用
し
て
み
る
が
そ
れ
ら
學
生
中
の
進
士
志
顧
漕
の
爲
に
特
写
の
敷
官
を
置
い
た
事
な
く
敷

科
も
な
か
っ
た
。

　
一
膿
當
時
は
激
3
4
族
が
政
治
に
墾
乏
し
た
時
代
で
あ
る
。
官
位
の
卑
し
い
者
か
ら
抜
擢
す
る
例
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は
中
々
多
い
け
れ
こ
も
、
高
位
高
官
に
上
る
者
は
大
抵
身
分
が
き
ま
っ
て
み
る
。
之
に
反
し
て
貴
、

族
の
子
弟
は
生
れ
つ
き
高
位
に
昇
れ
る
の
で
あ
る
。
官
吏
こ
な
っ
た
あ
ε
で
立
派
な
働
き
振
を

見
せ
る
だ
め
に
亡
婦
の
修
養
を
必
要
ε
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
敢
育
學
問
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
大
信
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ら
う
。
源
氏
の
鱈
が
そ
の
子
夕
霧
を
大

學
に
入
れ
た
時
に
か
う
云
っ
て
論
し
て
み
る
℃
（
少
女
の
懇
）

　
　
高
い
身
分
の
家
の
子
ご
生
れ
て
官
爵
は
心
の
ま
、
‘
ビ
な
り
、
去
勢
も
恣
に
振
舞
へ
る
ご
、
學
問
．

　
　
に
身
を
苦
し
め
る
事
は
段
々
縁
遠
く
な
る
ご
思
は
れ
る
。
童
戯
に
耽
っ
て
み
て
し
か
為
心

　
　
の
儘
に
官
欝
を
上
る
ご
き
は
、
権
勢
に
集
る
世
間
の
人
々
は
、
心
の
中
で
は
嘲
笑
し
つ
、
追
從

　
　
し
機
嫌
を
取
っ
て
取
喰
い
て
來
る
か
ら
自
然
ご
人
物
ら
し
く
見
え
呵
か
ざ
蝋
涙
に
も
見
え

　
　
る
が
、
時
世
が
鍵
化
し
て
頼
み
に
思
ふ
人
が
死
ん
で
自
分
の
権
勢
が
衰
へ
始
め
る
ご
途
に
は

　
　
人
に
賎
ま
れ
侮
ら
れ
顧
み
所
も
な
い
や
う
に
な
る
。
だ
か
ら
學
問
を
し
て
お
い
て
其
れ
に

　
　
よ
っ
て
自
分
の
才
能
を
獲
揮
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
漁
云
々
。

ビ
あ
る
如
く
．
貴
族
に
は
官
欝
は
心
の
ま
、
で
あ
る
が
、
學
慶
し
て
お
か
な
い
ご
世
に
重
ん
ぜ
ら
れ

す
、
才
能
も
襲
揮
で
き
な
い
か
ら
困
る
ε
言
ふ
に
過
ぎ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
し
か
ら
ば
大
學
は
低
い
官
吏
を
養
成
す
る
所
か
ご
云
ふ
に
、
大
學
は
五
位
以
上
の
子
孫
ご
東
西

　
　
　
大
門
令
に
定
め
ら
れ
実
ろ
大
學
寮
の
敏
育
吏
上
に
お
け
る
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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費
一
二
研
究
　
麓
〃
七
十
山
ハ
舳
鵜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

史
部
の
子
に
限
る
。
六
位
以
下
八
位
の
子
は
講
願
し
て
許
さ
れ
た
者
に
限
っ
て
あ
る
。
命
に
は

五
位
以
上
の
貴
族
の
子
は
親
の
威
光
に
よ
っ
て
、
何
等
の
働
功
な
く
こ
も
二
十
一
歳
に
な
れ
ば
す

べ
で
五
位
以
下
入
事
ま
で
に
号
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
蔭
位
こ
い
ふ
。
次
の
通
で
あ
る
。
三
位
ま

で
を
蔭
子
こ
い
ひ
、
四
位
五
位
の
場
合
を
位
子
こ
い
ふ
。

一
位

二
位

三
位

正
四
位

從
四
位

正
五
位

從
五
位

嫡
子

從
五
位
下

正
六
位
下

從
六
位
上

正
七
位
下

從
七
位
上

正
入
位
下

從
入
位
上

庶
子

正
六
位
上

從
六
位
上

從
六
位
下

從
七
位
上

從
七
位
下

從
八
位
上
　
．

從
入
位
下

　
　
　
爾
三
位
以
上
は
孫
に
も
蔭
位
を
叙
し
た
。
逸
れ
は
子
よ
り
一
等
を
下
す
定
で
あ
る
。

　
オ
こ
ろ
が
大
息
の
學
生
そ
の
他
が
貢
暴
を
受
け
て
及
第
す
る
ε
し
て
任
官
さ
れ
て
も
位
は
概

ね
こ
れ
よ
り
低
か
っ
た
。
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秀
才
は
政
敏
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
暴
風
を
書
か
せ
る
。
こ
れ
を
方
略
策
ご
い
ふ
。
例
へ
ば

『
管
制
に
人
材
輩
畠
し
，
た
る
理
由
如
何
。
』
こ
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
丈
理
倶
に
勝
れ
た
も
の

を
上
々
ご
し
、
文
高
く
理
は
李
凡
な
も
の
理
高
く
文
は
不
凡
な
も
の
は
悟
れ
も
上
中
こ
す
る
。
文

理
倶
に
雫
凡
な
も
の
は
上
下
、
文
理
ほ
㎏
通
す
る
者
を
中
上
ご
す
る
。
そ
の
他
は
不
第
こ
す
る
。

　
明
経
は
局
禮
左
三
智
記
濡
話
の
各
経
よ
り
四
條
づ
、
、
他
の
経
よ
り
三
面
づ
、
、
孝
維
論
語
よ
り

通
じ
て
三
蓋
づ
＼
、
皆
経
文
ご
注
ご
を
併
せ
て
詳
細
に
答
へ
さ
せ
る
ρ
十
條
通
す
れ
ば
上
々
こ
す

る
。
例
へ
ば
周
面
ご
毛
詩
ご
か
ら
各
四
條
、
孝
恩
，
論
語
の
三
條
ご
を
併
せ
る
ご
十
一
條
に
な
る
が

十
條
通
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
○
第
三
籔
に
記
し
た
如
く
孝
経
論
語
は
誰
も
皆
必
修
し
他
は
二
二
を

學
べ
ば
よ
い
。
　
入
殖
れ
ば
上
中
、
七
は
土
下
、
六
は
中
、
上
こ
す
る
。
　
た
ご
へ
七
六
で
も
孝
経
論
語
が

不
蓮
で
あ
り
、
一
経
が
全
く
不
蓮
で
あ
れ
ば
不
第
で
あ
る
。

　
進
士
は
元
畜
の
要
務
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
か
せ
る
。
こ
れ
を
時
務
策
ビ
い
ふ
。
例
へ
ば
論

語
子
路
篇
か
ら
題
を
探
っ
て
『
既
に
庶
な
り
、
又
富
ま
さ
ん
に
は
其
の
術
如
何
。
』
　
ご
い
ふ
類
で
あ

る
。
こ
れ
を
二
丁
ご
文
選
か
ら
七
箇
所
爾
雅
か
ら
三
面
所
青
藍
さ
せ
る
。
論
文
諸
謙
こ
も
に
全

通
し
た
の
が
甲
、
論
交
は
二
つ
ご
も
良
く
諸
式
が
六
箇
所
以
上
通
れ
ば
乙
ビ
す
る
。
そ
の
他
は
不

第
ご
す
る
。
、

　
　
　
大
賓
令
に
定
め
ら
れ
穴
ろ
大
學
寮
の
敏
育
史
上
に
お
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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班
別
掌
研
究
　
第
七
十
山
ハ
器
側
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M
四
四

　
明
法
は
律
七
條
ご
命
三
條
を
問
ふ
。
全
通
を
甲
こ
す
る
。
八
以
上
を
乙
ご
す
。

第
ε
す
る
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
黙
を
得
て
任
官
さ
れ
た
時
の
位
階
は
次
の
や
う
で
あ
る
。

秀
才
上
々
第

秀
オ
上
中
第

明
経
上
中
第

進
位
甲
第

進
士
乙
第

進
士
乙
第

明
経
上
々
第

明
法
甲
第

正
八
図
上

正
八
位
下

上
八
位
上

車
軸
属
下

大
初
位
上

大
愚
組
下

そ
の
他
は
不

　
　
　
秀
才
明
経
は
も
し
蔭
位
あ
る
者
な
ら
蔭
位
に
一
階
を
卿
へ
て
叙
位
任
官
せ
ら
れ
る
。
ヌ

　
　
　
秀
才
明
経
が
孝
悌
の
詐
勃
が
よ
く
て
表
彰
さ
れ
た
時
は
本
表
の
位
階
に
一
階
沸
へ
る
事

　
　
　
に
な
っ
て
み
る
，

　
秀
才
明
経
の
上
下
ε
中
上
ε
は
大
国
命
で
は
捨
て
ら
れ
て
み
た
が
、
延
暦
二
十
二
年
か
ら
次
の

や
う
に
叙
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
。

　
　
秀
才
上
下
第
　
　
　
　
　
　
　
　
大
込
軸
上
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秀
才
中
上
第
　
明
経
上
下
第
　
　
大
初
位
下

　
　
明
経
中
上
第
　
　
、
　
　
　
　
　
少
初
位
上

　
こ
れ
ら
前
後
の
叙
位
の
表
を
比
較
す
る
ご
五
位
以
上
の
子
孫
は
大
命
に
は
い
ら
な
い
で
も
、
又

入
着
し
て
貢
暴
に
失
敗
し
て
も
叙
位
さ
れ
る
し
、
及
第
す
れ
ば
爾
更
よ
い
。
六
位
よ
）
入
王
ま
で

の
者
の
子
は
入
學
を
許
さ
れ
て
苦
暫
し
て
も
低
い
官
位
に
し
か
上
れ
な
い
。

　
三
時
は
學
問
師
ち
漢
學
を
必
要
な
る
修
養
こ
し
た
こ
ご
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
康
安
朝
中
期

以
前
は
學
殖
あ
る
者
が
才
能
を
揮
ふ
事
が
霞
來
た
し
、
叉
朝
廷
も
之
を
重
用
し
た
。
故
に
官
吏
ご

な
る
に
は
嘉
言
の
あ
る
方
が
よ
い
。
し
か
し
必
ず
し
も
尊
霊
に
及
第
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。

唯
六
位
以
下
八
位
ま
で
の
者
の
子
で
無
位
の
者
は
貢
暴
に
よ
っ
て
出
世
す
る
機
會
が
あ
っ
た
。

し
か
し
大
黒
は
此
等
の
子
弟
を
入
學
さ
せ
る
の
を
圭
目
的
に
し
て
み
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て

無
位
の
者
、
叉
は
初
位
（
從
八
位
下
の
下
）
の
者
の
子
に
は
大
王
は
延
喜
以
前
は
殆
ざ
鎖
さ
れ
て
ゐ
π
。

け
れ
ご
も
此
等
の
者
も
選
叙
令
に
よ
れ
ば
私
塾
に
通
ふ
か
、
も
し
く
は
燭
學
し
て
二
二
に
癒
じ
る

こ
ご
は
忠
來
だ
。
但
し
延
喜
式
で
は
大
駆
の
生
徒
で
な
い
ご
丈
章
生
の
試
問
に
は
懸
O
る
こ
ご

を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
黒
酒
暴
に
及
第
し
な
く
っ
て
も
特
別
任
用
の
滋
は
あ
る
か
ら
異
々
大
學

は
官
吏
養
成
ビ
は
緑
が
逡
い
。

　
　
　
大
賀
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
寮
の
教
育
史
上
に
お
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
學
研
「
究
　
盤
濯
七
山
「
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
回
轟
ハ

　
大
學
に
入
學
す
る
樺
利
を
生
れ
つ
き
に
持
っ
て
る
る
五
位
以
上
の
者
の
子
及
三
位
以
上
の
子

孫
は
官
吏
に
な
る
だ
け
な
ら
大
磯
に
入
っ
て
苦
し
む
必
要
は
な
い
。
貢
墨
に
及
第
し
て
も
蔭
位

を
一
階
加
へ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
徐
翠
緑
志
な
者
で
な
け
れ
ば
入
學
を
す
る
氣
に
な
ら
な
い
。

夕
霧
が
大
陸
へ
入
っ
た
時
も
あ
る
博
士
が
『
世
界
の
榮
花
に
の
み
戯
れ
給
ふ
べ
き
御
身
を
以
て
窓

の
螢
を
む
つ
ぴ
枝
の
雪
を
な
ら
し
給
ふ
志
』
を
し
き
り
に
歎
食
し
て
み
る
。
從
っ
て
朝
廷
か
ら
あ

つ
く
奨
画
し
、
世
の
中
も
漢
文
學
に
立
中
す
る
や
う
な
時
代
で
な
け
れ
ば
大
學
は
繁
昌
し
な
い
。

　
一
文
當
時
は
大
抵
に
お
い
て
五
位
以
上
の
子
孫
ご
六
位
乃
至
入
位
の
者
の
子
ビ
は
ざ
ん
な
比

に
な
っ
て
み
た
ら
う
か
。
こ
て
も
詳
し
い
事
は
わ
か
ら
な
い
が
、
類
聚
符
弱
齢
第
九
の
中
に
文
章

生
の
試
験
及
明
経
准
得
業
の
試
験
を
受
け
た
學
生
即
ち
明
経
生
の
名
が
三
十
三
入
あ
る
。
そ
れ

を
調
べ
て
み
る
ご

（二）

位

階
な

き

者

　　　　（一）

　　　　位位
　　　内階階
　　　繹をあ
　　　　授る
　　　　か者
其王蔭ら及
他　　子ぬび
　　　孫蔭ま
　　　　子だ
　　　　孫年
　　　　　少
　　　　　で

五三三二入
　　　　　　人

五
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

四
五
・
五
パ
…
セ
ン
ト
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其
他
ご
あ
る
は
年
齢
二
十
五
歳
を
越
え
自
己
の
功
勢
で
叙
位
さ
れ
た
者
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

・
大
罪
令
で
ば
二
十
五
歳
以
上
の
者
は
普
通
は
在
學
を
許
さ
な
い
が
、
後
に
は
三
十
歳
ま
で
ご
な
っ

た
、
位
階
な
き
者
に
も
書
記
す
る
を
脱
し
た
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
㈲
右
の
時
代
は
仁
明

天
皇
の
承
和
十
四
年
か
ら
冷
泉
天
皇
安
和
二
年
ま
で
百
二
十
二
年
に
跨
っ
て
み
る
。
こ
ん
な
少

い
数
で
は
五
位
以
上
の
子
孫
ご
六
七
入
歯
の
子
こ
の
比
は
推
定
で
き
な
い
が
ほ
や
常
に
右
の
や

う
な
比
に
な
る
か
又
は
第
一
類
の
者
の
方
が
も
つ
ご
多
く
な
る
だ
ら
う
ご
思
ふ
。
績
日
本
紀
以

下
の
史
料
を
一
々
捜
っ
て
學
生
の
位
階
姓
名
の
載
せ
ら
れ
て
み
る
も
の
を
全
部
集
め
て
み
る
冠

好
い
の
で
あ
る
が
、
こ
て
も
聾
す
ぐ
に
揖
妙
な
い
。
　
一
海
り
讃
ん
で
み
泥
あ
ご
で
位
階
の
あ
る
學

生
、
叉
は
今
は
年
が
若
い
か
ら
位
は
な
い
が
そ
の
中
に
授
け
ら
れ
る
蔭
子
孫
の
…
學
生
等
の
方
が
多

か
っ
た
や
う
に
頭
に
残
っ
て
み
る
。
五
位
以
上
の
官
吏
は
皇
族
各
宮
家
の
職
員
を
除
い
て
大
賓

令
で
は
一
四
三
人
あ
る
ρ
實
際
は
兼
官
が
多
い
か
ら
官
吏
の
数
は
も
つ
ピ
減
じ
る
。
之
に
比
し

て
六
七
入
園
の
官
吏
は
遙
か
に
多
く
皇
族
の
家
倉
を
省
い
て
八
六
〇
人
ほ
ご
あ
る
。
こ
れ
に
も

兼
任
が
あ
る
か
ら
實
際
は
も
つ
ざ
減
じ
る
。
し
か
し
又
現
在
職
事
が
な
く
て
翁
島
だ
け
あ
る
者

も
あ
る
。
だ
か
ら
五
位
以
上
ご
六
七
風
位
の
者
を
比
較
し
た
ら
厭
々
右
の
や
う
な
比
に
な
る
ご

思
は
れ
る
。
そ
の
子
が
大
綬
に
入
學
す
る
時
五
位
以
上
に
は
制
限
な
く
六
七
古
論
に
は
制
限
が

　
　
　
大
岡
令
に
定
め
ら
れ
表
ろ
大
學
寮
の
敏
育
更
上
に
於
げ
ろ
心
肺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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哲
學
研
究
　
第
七
⊥
T
山
ハ
號

あ
る
か
ら
、
ざ
つ
ご
前
表
の
や
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

賜
八

八

　
も
し
官
吏
養
成
こ
い
ふ
意
味
を
、
大
豆
出
身
で
な
い
者
を
官
吏
に
任
用
し
な
い
或
は
任
用
し
て

も
重
用
し
な
い
ご
言
ふ
意
味
な
ら
ば
前
か
ら
の
叙
述
に
照
し
て
閥
か
に
誤
っ
て
み
る
。
今
臼
陸

軍
大
業
を
卒
業
し
な
い
と
驚
官
に
上
り
難
い
ビ
言
ふ
意
味
ご
同
じ
意
味
で
禽
の
大
粟
を
官
吏
養

成
こ
い
ふ
人
あ
ら
ば
誤
っ
て
，
み
る
ε
思
は
れ
る
。
今
日
奏
任
文
官
に
任
用
せ
ら
れ
る
爲
に
は
普

通
は
高
等
文
官
試
験
を
通
過
し
な
，
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
試
駿
に
合
格
す
る
者
は
大

學
藍
綬
部
出
身
の
者
が
多
い
か
ら
、
法
學
部
は
官
吏
養
成
の
古
画
で
あ
る
ご
言
へ
ば
、
談
解
で
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
牽
強
の
説
た
る
を
免
れ
ま
い
。
　
嘉
肴
寮
を
官
吏
養
成
機
關
ご
見
る

め
は
こ
の
類
に
近
い
・
ビ
思
は
れ
る
。

　
出
島
の
方
面
か
ら
も
こ
の
事
を
謹
明
で
き
る
．
魔
風
朝
初
期
に
多
く
の
私
感
が
忠
　
來
だ
。
そ

う
し
て
藤
原
民
の
拗
學
院
だ
け
で
も
あ
る
晴
代
に
は
大
學
よ
り
も
輪
生
が
多
か
っ
た
こ
い
ふ
。

弘
文
院
そ
の
他
を
も
加
へ
れ
ば
此
等
の
學
生
は
大
話
よ
り
も
少
く
は
な
か
っ
た
事
ご
察
せ
ら
れ

る
。
又
私
塾
が
多
か
っ
た
。
殊
に
菅
原
氏
は
代
々
一
流
の
三
者
を
出
し
た
の
で
其
の
門
に
學
ぶ
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者
が
多
か
っ
た
。
激
っ
て
そ
の
導
入
は
朝
野
に
満
ち
て
み
た
。
道
眞
が
流
事
せ
ら
れ
た
後
、
時
平

が
菅
門
に
最
下
を
受
け
た
諸
有
司
を
放
逐
し
よ
う
ご
し
た
時
、
三
善
清
行
は
上
書
し
て
諌
め
た
が
、

そ
の
中
に

　
　
外
帥
（
菅
公
）
は
累
代
の
儒
家
、
そ
の
門
人
弟
子
は
諸
司
に
牢
ば
す
。
若
し
皆
遷
御
す
れ
ば
恐
ら

　
　
く
善
人
を
失
は
ん
。
　
云
々

ε
言
っ
て
み
る
。
　
こ
の
中
に
は
も
こ
よ
り
大
學
に
お
け
る
文
章
生
學
生
出
身
の
者
も
あ
ら
う
し

私
塾
の
出
身
も
有
っ
た
ら
う
。
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
偉
大
な
る
勢
力
で
あ
る
。
時
無
も
す
ぐ

そ
の
企
を
止
め
た
。
そ
の
外
碩
學
鴻
儒
は
各
門
戸
を
張
っ
て
門
弟
を
集
め
た
。
中
に
は
勅
命
に

よ
っ
て
私
塾
を
開
い
た
者
も
あ
る
。
明
法
博
士
讃
岐
永
直
は
律
禽
に
精
し
く
、
嘗
っ
て
文
徳
天
皇

が
質
倉
の
宗
師
ご
宣
は
せ
ら
れ
た
程
で
あ
る
。
晩
年
骸
骨
を
乞
う
て
老
を
養
っ
て
み
た
が
、
天
皇

は
そ
の
才
略
を
惜
し
み
、
希
望
の
明
法
生
は
そ
の
私
宅
に
お
い
て
講
述
を
受
く
べ
し
ご
勅
命
せ
ら

れ
た
。
永
仁
は
命
を
承
b
閑
臥
し
つ
＼
律
令
を
講
じ
た
が
、
講
義
の
絡
つ
た
時
に
式
部
省
は
そ
の

爲
に
わ
ざ
一
講
覧
之
禮
（
絡
業
式
）
を
行
っ
た
の
で
、
明
法
家
は
皆
懸
れ
を
光
榮
ご
し
て
羨
ん
だ
さ

う
で
あ
る
。
（
三
代
實
録
憲
三
）

　
建
ち
官
吏
ご
な
る
の
に
は
大
學
を
出
る
の
も
一
の
遣
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
池
を
探
っ
て
も

　
　
　
大
賓
令
に
定
め
ら
れ
六
ろ
大
醗
寮
の
数
育
史
上
に
於
け
ろ
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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折
口
墨
・
研
出
九
　
抽
坦
七
十
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

よ
い
の
で
あ
る
。
大
峰
に
入
學
し
て
も
官
吏
ご
な
る
に
は
、
格
別
の
特
典
は
無
か
っ
た
や
う
で
あ

る
。
唯
成
績
の
よ
い
者
や
特
別
の
事
情
あ
る
者
に
は
學
問
料
を
面
繋
し
て
貰
へ
る
こ
ε
で
あ
る
Q

此
れ
も
大
身
に
限
っ
た
事
で
な
・
＼
和
露
華
の
弘
交
遊
、
藤
原
民
の
拗
…
學
院
の
如
き
平
々
は
皆
給
嚢

制
度
を
採
用
し
て
み
た
事
は
疑
の
な
い
事
實
で
あ
る
。
宇
津
保
物
語
祭
の
使
の
懇
に
よ
る
ε
弊

衣
憔
幽
し
て
苦
學
し
て
み
る
の
ば
大
熊
生
で
、
拗
學
院
の
學
生
は
財
を
つ
く
し
て
華
や
い
で
み
た

や
う
で
め
る
。
宇
津
保
物
語
は
李
安
中
期
の
始
に
出
來
た
物
語
で
あ
る
。

　
敏
官
が
學
生
を
貢
暴
の
試
験
に
推
塗
す
る
の
に
も
い
ろ
い
ろ
の
弊
習
が
あ
っ
た
。

　
至
安
朝
初
期
は
別
ご
し
て
、
中
期
以
後
は
俊
秀
な
學
生
が
み
な
か
っ
た
か
ら
，
細
粗
は
才
能
を
十

分
に
調
べ
な
い
で
推
激
す
る
。
立
っ
て
そ
の
間
に
不
公
李
の
沙
汰
が
瀧
る
。
三
善
清
行
の
封
事

の
其
四
の
中
で
前
に
引
用
し
た
績
に

　
　
博
士
等
、
主
峯
の
時
至
る
毎
に
唯
歴
名
を
以
て
士
を
薦
め
曾
て
才
の
高
下
、
入
の
勢
逸
を
問
は

　
　
す
。
誌
託
是
に
由
っ
て
ま
、
起
り
、
濫
吹
曝
が
爲
に
繁
く
生
す
。
椹
門
の
録
，
唾
に
潤
ふ
者
は

　
　
朋
翼
を
生
じ
て
膏
雲
に
入
り
、
閣
里
の
遺
躍
を
題
む
者
は
子
濟
を
詠
じ
て
饗
含
を
僻
す
。
云
々
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学
生
で
も
文
章
生
の
試
を
う
け
て
及
第
し
た
り
、
得
業
生
に
な
っ
た
も
の
叉
は
そ
れ
で
穴
．
く
て
も

學
問
料
を
貰
っ
て
み
る
も
の
は
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
者
は
み
じ
め
な
生
活
を
し
て
み
た

ら
し
い
。
梢
後
に
下
る
が
一
條
天
皇
の
長
徳
元
年
七
月
二
十
日
に
大
外
記
粂
博
士
主
税
助
播
磨

介
中
原
致
時
が
奏
状
に
は

　
　
謹
ん
で
案
内
を
浮
す
る
に
叢
叢
話
す
る
ε
こ
ろ
の
置
生
四
百
入
は
是
れ
明
経
の
生
徒
也
。

　
　
各
々
灸
螺
の
勘
を
積
み
同
じ
く
拾
芥
の
思
を
企
つ
ざ
錐
も
、
然
も
猶
得
業
生
四
人
の
外
は
叉

　
　
曾
て
立
身
の
階
な
し
。
　
是
に
よ
っ
て
途
古
学
來
（
上
古
塗
骨
の
意
）
萢
の
選
畢
に
依
っ
て
氏
の

　
　
貴
飛
を
任
す
る
毎
年
必
す
一
＝
ご
人
に
し
て
諸
司
の
二
三
分
に
拝
せ
ら
る
る
の
み
。

　
途
古
ご
は
何
時
頃
か
ら
指
示
し
て
み
る
の
か
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
李
安
朝
初
期
で
も
奈
良
朝

で
も
大
學
が
官
吏
を
供
給
し
た
こ
ご
は
か
、
る
少
数
な
も
の
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
。
李
安
朝

初
期
は
福
生
の
種
も
良
か
っ
た
が
延
喜
以
後
は
非
常
に
悪
く
な
つ
だ
ら
し
い
Q
清
行
の
封
事
で

も
分
る
が
、
爾
宇
津
保
物
語
祭
の
使
の
懇
を
見
る
ご
次
の
や
う
な
話
が
あ
る
。

　
勘
學
院
に
遣
唐
の
大
盗
藤
原
成
蔭
の
一
男
に
季
面
こ
い
ふ
幡
生
が
あ
っ
た
。
略
し
て
藤
英
ご

言
ふ
。
早
く
父
に
死
別
れ
、
七
歳
で
入
面
し
二
十
徐
年
の
間
苦
鳴
し
画
け
れ
ざ
も
博
士
達
は
そ
の

才
を
嫉
ん
で
少
し
も
貢
纂
に
推
暴
．
し
て
く
れ
な
い
。
　
時
に
源
正
頼
こ
て
大
盛
、
ご
拗
學
院
ε
の
爾

　
　
　
大
回
令
に
定
め
ら
れ
た
る
大
學
寮
の
敷
育
史
上
に
於
け
ろ
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
…
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三
思
｝
研
究
　
　
第
七
十
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

方
の
別
當
へ
第
七
飾
富
士
）
を
兼
ね
て
み
る
人
が
あ
っ
だ
。
出
時
博
士
文
章
生
以
下
多
く
の
者
が
別

當
の
邸
宅
へ
墾
っ
て
詩
を
つ
く
っ
た
。
藤
莫
が
一
行
の
中
へ
加
は
ら
う
こ
す
る
の
を
樽
士
以
下

多
く
の
者
が
邪
魔
を
し
た
が
心
頼
の
家
畜
の
中
に
藤
英
の
才
を
見
知
っ
て
み
る
人
が
あ
っ
て
一

行
に
加
へ
て
や
る
。
し
か
し
博
士
は
藤
英
の
作
っ
た
詩
を
披
講
し
な
い
。
時
刻
も
移
っ
て
か
ら

藤
英
は
自
作
の
詩
を
聲
は
り
あ
げ
て
朗
吟
す
る
。
正
頼
は
聞
き
つ
け
て
『
今
日
の
詩
作
中
に
聞
か

な
か
っ
た
詩
で
あ
る
。
』
こ
て
そ
の
名
を
問
ふ
。
博
士
以
下
轟
び
之
を
妨
げ
る
が
、
正
嘉
は
途
に
藤

壷
を
側
近
く
呼
辞
せ
る
。
正
文
か
ら
素
性
を
聞
か
れ
る
ま
、
に
藤
英
は
今
ま
で
の
苦
境
を
詳
し

く
語
る
。

　
　
窓
に
光
朗
か
な
る
朝
は
眼
も
交
は
さ
す
守
る
。
光
を
閉
つ
る
夕
は
草
叢
の
螢
を
集
め
冬
は

　
　
雪
を
集
へ
て
部
屋
に
集
へ
た
る
，
こ
ご
年
重
り
ぬ
。
然
あ
れ
ざ
漸
時
の
博
士
哀
れ
み
淺
く
貧

　
　
欲
ふ
か
く
し
て
料
賜
は
ら
で
今
年
二
十
白
旗
に
な
り
ぬ
る
に
一
の
職
あ
て
す
。
兵
を
業
ε

　
　
し
て
悪
を
旨
ご
し
て
博
打
、
狩
、
漁
に
逡
め
る
者
の
咋
日
今
日
入
慶
し
て
黒
し
赤
し
の
悟
り
な

　
　
き
が
策
（
論
文
）
奉
る
を
，
序
を
越
し
て
季
英
多
く
の
序
を
す
ぐ
し
つ
、

ε
訴
へ
て
る
る
。
此
ら
に
も
誇
張
も
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
全
く
偽
で
は
あ
る
ま
い
。
無
頼
の
徒

が
在
記
し
て
み
た
の
も
儒
で
は
な
い
漕
今
昔
物
語
二
十
三
へ
宇
治
拾
遺
懇
二
に
も
）
に
相
僕
の
節
會



に
諸
國
か
ら
召
さ
れ
た
相
墨
取
ご
も
が
大
命
の
學
生
に
喧
嘩
を
責
ら
れ
て
さ
ん
ぐ
に
相
撲
取

が
力
業
で
い
ぢ
め
ら
れ
る
話
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
は
雫
安
朝
中
期
の
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
延
旧
式

に
よ
っ
て
入
學
が
樂
に
な
っ
た
の
ご
、
世
が
観
れ
た
爲
で
あ
る
。

國
○
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次
に
李
安
朝
初
期
の
私
曲
ご
大
學
ビ
の
開
係
を
述
べ
る
。
私
立
面
諭
ご
い
ふ
か
ら
ち
や
ん
ご

敷
官
が
毎
旧
講
義
し
て
み
た
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
そ
ん
な
機
子
は
無
か
っ
た
Q
私
立
画
廊
こ
か

溶
出
ご
か
言
ふ
か
ら
紛
し
い
が
（
か
、
る
名
蒋
も
多
分
明
治
の
も
の
で
あ
ら
う
）
、
弘
法
大
師
の
創
め

た
綜
藝
種
智
院
は
別
こ
し
て
、
戯
話
民
の
弘
文
院
、
藤
原
民
の
渤
學
院
、
橘
氏
の
學
孫
孫
、
王
氏
諸
生
の

だ
め
の
奨
下
院
は
皆
大
呼
寮
の
論
議
で
あ
る
。
こ
の
中
痴
話
院
は
少
し
離
れ
て
大
器
よ
う
五
町
、

ほ
ざ
西
に
あ
り
、
今
の
京
都
市
西
の
京
冷
泉
町
に
あ
っ
た
が
、
（
伊
呂
波
字
類
抄
）
弘
文
院
は
大
綬
寮
の

南
に
、
拗
學
院
ご
油
壷
院
ご
は
更
に
そ
の
南
に
東
西
に
相
好
し
て
建
て
ら
れ
て
あ
っ
た
。
菅
原
大

江
民
が
そ
の
門
弟
の
爲
に
た
て
た
文
章
院
は
大
鹿
寮
の
敷
地
内
に
あ
り
、
こ
れ
は
術
更
大
汗
の
曹
、

子
の
一
で
あ
っ
た
。
曹
子
ご
は
部
屋
宣
か
局
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
〉
で
は
三
生
の
寄
宿
し
て
み

た
室
及
び
寄
宿
舎
の
全
建
築
を
さ
し
て
み
る
。
學
生
は
一
入
窪
々
曹
子
を
宛
は
れ
、
そ
の
中
に
机

　
　
　
大
寅
令
に
定
め
ら
れ
穴
る
大
學
寮
の
教
育
史
上
に
於
け
る
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
學
研
究
　
佑
謝
七
十
山
ハ
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
四

を
量
き
書
籍
そ
の
他
の
難
具
を
お
い
て
勉
強
し
て
み
た
。
各
私
語
の
敷
官
ご
言
ふ
者
が
史
乗
に

少
し
も
傳
へ
ち
れ
て
る
な
い
。
こ
れ
は
傳
を
失
っ
た
の
で
な
く
し
て
、
事
實
無
か
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
そ
れ
は
大
藩
の
別
曹
た
る
各
血
忌
の
學
生
は
大
毒
へ
通
っ
て
大
歳
の
博
士
の
講
義
を
聞
い

た
も
の
ら
し
い
◎
別
心
と
は
此
の
血
豆
の
名
詞
で
あ
る
。
姓
氏
の
學
館
院
だ
け
は
始
は
別
曹
で

な
か
っ
た
。
仁
明
天
皇
の
嘉
鮮
三
年
に
建
て
ら
れ
そ
れ
か
ら
百
十
四
年
し
て
村
上
天
皇
の
康
保

元
年
に
始
め
て
向
斜
に
編
入
せ
ら
れ
た
。
な
せ
謬
論
に
入
れ
て
も
ら
ふ
必
要
が
あ
る
か
、
恐
ら
く

か
う
い
ふ
理
由
で
あ
ら
う
。
私
論
は
一
族
＝
門
の
子
弟
を
入
れ
る
か
ら
大
壷
に
は
い
れ
な
い
者

も
は
い
れ
る
。
好
學
の
青
年
が
大
學
に
入
れ
な
い
場
合
で
も
私
心
に
は
い
れ
る
。
し
か
し
別
曹

に
し
て
な
い
ご
戸
締
に
お
い
て
、
特
別
に
長
者
を
招
聰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
當
疇
．
の
三
者
は

め
つ
π
に
民
間
に
曇
声
で
み
な
い
か
ら
さ
う
思
ふ
や
う
に
招
聰
で
き
な
い
。
だ
か
ら
別
曹
に
し

て
お
く
の
か
ご
思
は
れ
る
。

　
前
に
引
用
し
た
宇
隷
保
物
語
の
藤
英
は
明
に
糊
學
院
西
の
曹
司
の
學
生
で
あ
り
．
自
あ
も
さ
う

名
乗
っ
て
み
る
が
、
又

　
　
遣
唐
の
大
霜
成
蔭
の
お
ご
“
の
一
男
こ
し
て
れ
う
（
寮
が
料
か
明
か
で
な
い
。
）
賜
は
れ
る
文
．

　
　
屋
量
に
侍
り
云
々
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ε
言
っ
て
み
る
。
文
屋
ご
は
大
粟
の
和
名
で
あ
っ
て
大
業
寮
を
文
屋
之
司
こ
い
ひ
、
大
學
頭
け
文

屋
の
か
み
ご
い
ふ
Q
同
様
に
大
學
の
學
生
を
「
ふ
ん
や
わ
ら
は
」
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
然
し
こ
こ
で

は
も
こ
大
広
生
の
意
味
の
文
屋
董
が
縛
じ
て
一
般
學
生
の
意
味
を
為
持
つ
や
う
に
な
っ
た
ご
考

へ
ら
れ
な
い
事
も
な
い
。
右
引
用
文
の
少
し
次
に

　
　
七
歳
に
て
入
慰
し
て
今
年
は
二
十
一
年
、
そ
れ
よ
り
い
ら
い
眼
の
附
け
臓
の
黒
き
ん
を
期
に

　
　
定
め
て
大
事
の
窓
に
光
朗
ら
か
な
る
朝
は
眼
も
交
さ
す
守
る
。
云
々

と
あ
り
ご
、
に
明
に
大
學
の
講
堂
に
勉
強
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
み
る
。
そ
う
し
て
勘
子
院
の

平
生
に
も
朝
廷
か
ら
學
・
問
料
を
賜
っ
た
事
は
こ
の
藤
英
の
記
事
で
明
瞭
で
あ
る
。
（
第
十
笛
墾
照
）

か
う
考
へ
て
來
る
ご
綜
藝
種
智
院
以
外
の
私
學
は
大
學
か
ら
濁
濡
し
た
も
の
で
な
く
、
官
立
大
學

附
扇
の
私
立
寄
宿
舎
ε
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
思
は
れ
る
。
殊
に
文
章
院
は
私
學
ご
見

る
人
も
あ
る
が
、
又
大
賀
の
一
部
ご
見
る
人
も
あ
る
。
北
畠
親
房
の
紳
皇
正
統
記
清
和
天
皇
の
條

に　
　
大
鳥
寮
に
七
節
の
曹
子
あ
り
．
、
菅
江
の
二
皆
野
を
つ
か
さ
ざ
り
て
人
を
激
ふ
る
所
な
う
。

ご
あ
る
。
古
事
類
苑
は
大
學
寮
の
一
部
ε
し
て
説
明
し
て
み
る
（
文
學
部
二
十
入
）
。
こ
れ
は
延
暦

の
終
に
菅
原
清
瀬
ご
大
江
昔
人
ご
が
奏
請
し
て
建
て
て
自
家
の
門
入
を
養
つ
元
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
大
寺
令
に
定
め
ら
れ
雲
ろ
大
鞭
寮
の
敷
育
史
上
に
於
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
晶
ハ

殆
ご
純
輝
に
大
半
の
一
部
を
な
し
て
み
て
、
現
に
後
冷
泉
天
皇
，
の
康
李
年
中
に
文
章
院
が
大
風
で

顛
倒
し
た
時
、
大
七
四
の
翠
玉
の
盛
殿
を
借
り
て
臨
時
代
用
し
て
み
た
の
で
あ
る
○

　
源
氏
物
語
少
女
の
窓
に
夕
霧
が

　
　
入
學
こ
い
ふ
事
さ
せ
給
ひ
て
や
が
て
こ
の
院
の
中
に
御
曹
子
作
り
て
ま
め
や
か
に
才
深
き

　
　
師
に
あ
づ
け
聞
え
給
ひ
て
は
學
乱
せ
さ
せ
奉
り
給
ひ
け
る
。
…
…
…
－
つ
ご
実
り
居
給
ひ
て
い

　
　
ぶ
せ
き
ま
、
に
殿
を
『
辛
く
も
お
は
し
ま
す
か
な
○
か
く
苦
し
か
ら
で
も
高
き
位
に
上
り
世
・

　
　
に
用
ゐ
ら
る
、
人
は
な
く
や
あ
る
。
』
ご
聞
え
給
へ
ご
云
々
。

　
こ
の
引
用
中
の
院
ご
は
明
に
大
二
院
の
内
で
は
な
い
。
拗
門
院
を
院
こ
の
み
云
ふ
例
は
少
く

な
い
か
ら
此
も
渤
書
院
で
あ
ら
う
か
ピ
思
は
れ
も
す
る
け
れ
ご
、
「
此
の
」
ご
言
ふ
代
名
詞
が
あ
る
か

ら
「
此
の
」
の
指
し
て
み
る
院
を
前
へ
探
し
て
行
く
ご
心
肝
の
君
の
屋
敷
の
二
條
院
ビ
な
る
。
　
こ
の

例
で
み
る
ご
自
宅
で
勉
強
し
て
み
る
例
も
あ
る
こ
ご
、
な
る
。
夕
霧
は
後
に
丈
章
生
に
な
っ
て

み
る
，
文
章
生
に
な
る
者
は
延
喜
式
に
は
必
ず
寮
に
住
む
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
夕
霧
の
や
う
な
例

の
あ
る
の
は
延
喜
以
後
倉
制
が
臨
れ
た
た
め
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
・



脚
駒

693

　
又
右
の
引
用
文
に
も
示
す
如
く
學
生
は
一
人
の
博
士
又
は
他
の
敷
官
を
一
人
選
び
、
そ
の
人
を

永
く
師
ご
仰
い
で
修
面
し
た
も
の
こ
見
え
る
。
又
前
記
の
通
）
在
學
年
数
の
定
ら
な
い
こ
ご
宿

含
に
ε
ち
こ
も
っ
て
勉
強
す
る
こ
ビ
の
多
い
こ
ど
、
そ
の
邊
の
事
情
は
今
日
か
ら
見
る
ご
學
校
ご

い
ふ
よ
り
は
家
塾
に
近
い
形
式
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
。

　
さ
て
又
當
時
の
官
人
は
原
則
ご
し
て
一
の
官
職
に
は
相
當
の
位
階
が
定
ま
っ
て
み
る
か
ら
、
本

人
の
働
功
を
賞
し
て
そ
の
位
階
が
進
め
ら
れ
る
ご
、
そ
の
職
を
退
い
て
昇
っ
た
位
に
野
里
す
る
職

に
興
じ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
も
こ
よ
り
位
よ
り
卑
い
職
を
執
る
こ
ご
も
あ
り
、
又
高
い
職
に
當
る

こ
ご
も
あ
る
が
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
故
に
乱
撃
の
敏
官
に
な
っ
て
も
永
く
績
か
な
い
、
も
し
朝
，

廷
に
お
い
て
敏
官
の
職
を
永
く
績
け
さ
せ
よ
う
こ
す
れ
ば
位
を
昇
…
進
さ
せ
、
そ
れ
に
相
當
す
る
職

に
任
す
る
ご
同
時
に
博
士
の
職
を
兼
ね
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
し
群
生
に
し
て
箕
に
或

る
剰
官
の
學
徳
を
慕
う
て
そ
の
退
職
後
も
そ
の
敷
を
受
け
よ
う
こ
す
れ
ば
必
ず
そ
の
私
宅
に
附

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
、
に
私
塾
の
流
行
す
る
一
の
原
因
が
あ
っ
た
。

　
從
っ
て
第
｝
流
の
碩
學
が
必
ず
し
も
大
学
に
集
ら
．
な
い
。
寒
肥
官
の
定
員
が
少
く
、
か
つ
今
日

　
　
　
自
費
令
に
定
め
ら
れ
糞
ろ
大
學
寮
の
教
育
吏
上
に
於
け
ろ
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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の
如
く
随
時
に
官
制
を
改
め
て
講
座
の
数
を
増
し
て
．
敷
授
の
定
員
を
具
し
た
り
、
講
師
を
囑
托
し

た
り
で
き
諏
時
代
で
あ
る
か
ら
，
た
こ
へ
大
壷
寮
敷
官
に
一
流
の
鴻
儒
を
集
め
え
て
も
、
そ
れ
以
外

に
他
の
職
務
を
執
っ
て
み
る
一
流
の
鴻
儒
の
方
が
多
く
は
な
か
ら
う
か
。
例
へ
ば
吉
備
眞
備
が

東
宮
憲
章
こ
し
て
時
の
春
宮
の
侍
護
を
務
め
て
み
た
時
、
そ
の
後
筑
前
守
ε
な
り
又
そ
の
他
色
々

の
職
に
つ
い
て
み
た
時
そ
の
頃
の
略
叙
の
博
士
例
へ
ば
紀
浮
人
の
如
き
は
恐
ら
く
こ
の
入
よ
わ

屠
腹
が
低
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
當
時
の
大
飯
は
今
日
の
如
く
碩
學
を
集
め
る
こ
ご
が
田
來
な
い

從
っ
て
一
代
學
術
の
淵
叢
淀
る
に
は
ご
う
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　
當
時
の
大
學
の
設
備
に
つ
い
て
は
騨
奨
を
執
行
す
る
た
め
に
孔
子
及
び
そ
の
高
弟
を
祀
ト
、
祭

器
を
備
へ
て
あ
っ
た
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
。
圖
書
に
，
つ
い
て
は
不
幸
に
し
て
知
る
事
が
出
來
な

い
○
　
日
夜
研
鐙
す
る
ビ
い
ふ
も
の
、
古
人
の
註
解
を
博
覧
強
記
し
、
作
詩
作
文
に
巧
を
競
ふ
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
博
覧
の
た
め
に
相
當
多
数
の
書
冊
が
あ
っ
た
ら
う
ご
思
ふ
。
弘
交
院
に
つ

い
て
は
目
本
後
記
懇
八
に

　
　
和
氣
廣
世
…
…
－
大
身
南
邊
に
私
宅
を
以
て
弘
文
院
を
量
き
内
外
経
書
数
週
巷
を
藏
す
云
々
Q

ご
あ
る
。
　
延
喜
式
に
は
厨
家
の
官
書
は
三
年
に
一
度
曝
凍
し
、
そ
の
仕
事
は
諸
高
卓
に
命
じ
て
や

ら
せ
た
。
學
生
は
こ
れ
ら
官
書
を
寮
中
に
お
い
て
誠
閲
す
る
こ
ご
は
許
し
て
あ
る
が
他
人
に
轄



貸
す
る
を
特
に
禁
じ
て
あ
る
。
そ
の
當
時
は
目
録
も
あ
っ
た
筈
で
、
こ
れ
も
式
に
規
定
し
て
あ
る

が
、
今
日
傳
ら
な
い
か
ら
詳
細
な
こ
ご
は
分
ら
な
い
。
太
宰
府
の
府
學
は
前
記
の
如
く
大
學
に
次

ぐ
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
所
が
稽
徳
天
皇
の
御
代
の
沖
護
景
雲
三
年
太
宰
府
の
奏
厭
に
は

　
　
此
の
府
は
入
物
面
魂
に
し
て
天
下
一
の
亭
主
な
り
。
子
弟
の
徒
、
學
者
や
、
補
し
。
而
し
て

　
　
府
庫
に
た
や
五
経
を
蓄
へ
て
来
だ
三
史
の
正
本
め
ら
す
。
　
渉
猿
の
人
々
そ
の
道
廣
か
ら
す
Q
．

　
　
伏
し
て
乞
ふ
。
列
代
の
諸
史
得
一
本
を
給
ひ
、
管
内
に
傳
産
し
て
以
て
工
業
を
興
さ
ん
。

よ
っ
て
溢
し
て
史
記
、
漢
書
，
後
逸
書
、
三
國
志
，
県
警
各
二
部
を
賜
給
せ
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
。
こ
の

年
よ
り
後
十
一
年
目
に
府
學
に
は
二
百
人
の
學
生
が
あ
る
ご
奏
上
し
て
み
る
。
翌
年
の
盛
ん
に

な
っ
た
の
は
此
よ
り
先
聖
武
天
皇
時
代
に
吉
備
眞
備
が
太
宰
府
少
武
こ
な
っ
て
赴
任
し
だ
時
に

學
問
を
奨
画
し
た
爲
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
此
の
頃
も
樹
二
百
入
ほ
ご
の
學
生
は
あ
っ
た
ら
う
Q
、

し
か
る
に
備
附
の
圖
書
の
貧
弱
な
る
こ
と
は
右
の
卓
立
の
池
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
推
し
て
大
學

も
あ
ま
り
多
く
を
毒
し
て
み
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
Q
恐
ら
く
中
務
省
の
圖
書
寮
の
方
が
蓬

か
に
多
く
を
藏
し
て
み
た
こ
ε
で
あ
ら
う
。
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大
立
寮
は
今
“
の
文
學
ご
は
全
く
性
質
を
異
に
し
て
み
る
こ
ご
は
上
述
の
通
で
あ
る
。
最
高

　
　
大
書
令
に
定
め
ら
れ
六
る
大
學
寮
の
敏
育
吏
上
に
於
け
ろ
意
昧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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6
　
二
二
こ
し
て
學
術
の
蒲
奥
を
究
め
る
爲
の
大
嵐
で
は
な
か
っ
た
。
世
に
大
宰
寮
を
ユ
ニ
ヅ
ァ
ー

　
　
シ
チ
！
ご
解
し
又
然
く
諜
す
る
人
が
多
い
○
そ
れ
は
で
も
爾
そ
の
當
時
大
嵐
以
上
の
學
稜
が
な
、

　
　
か
っ
た
か
ら
最
高
の
學
稜
で
あ
る
ご
言
ふ
な
ら
、
足
利
學
校
も
長
草
稜
も
そ
の
時
々
の
ユ
ニ
ヅ
ァ

　
　
ー
シ
チ
ー
ご
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
（
大
正
十
一
年
六
月
）

　
　
　
　
註
　
第
四
節

　
　
　
　
　
　
訓
讃
が
旛
雪
天
塁
の
御
代
王
仁
に
始
ろ
書
す
ろ
學
署
に
松
下
上
将
（
本
覇
學
源
浪
雲
叢
）
、
本
居
宣
長
（
漢
字
三
音
考
）
等
が
あ
ろ
。
吉
備
眞
備
が
片

　
　
　
　
　
　
難
名
な
獲
明
し
六
建
い
ふ
蟻
壁
か
ら
、
訓
な
こ
の
人
な
訓
黙
の
獲
明
者
に
擬
し
た
の
ば
雨
森
芳
洲
（
表
ば
れ
草
）
太
宰
春
襲
（
和
讃
要
頒
）
等
で
あ

　
　
　
　
　
　
ろ
。
菅
公
の
獲
明
に
擬
で
ろ
人
も
あ
ろ
。

　
　
　
　
　
　
李
安
朝
に
な
い
丈
法
で
奈
良
覇
特
有
の
文
法
が
漢
丈
訓
讃
法
に
残
っ
て
み
ろ
亡
い
ふ
観
ほ
山
田
孝
雄
氏
の
秦
…
良
朝
丈
法
面
に
詳
設
さ
れ
て
る
る
か

　
　
　
　
　
　
ら
そ
れ
た
妾
照
し
て
い
敦
ダ
き
索
い
σ

・


