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哲
學
研
究
第
百
一
號

三
〇

武
士
道
の
起
源
及
び
特
質
（
回
）

高
　
橋
　
　
俊
　
乗

第
幽
節
　
武
士
遣
に
書
す
る
奮
説
其
の
一

　
武
士
道
の
巴
里
ご
其
の
性
質
に
飛
し
て
、
從
來
の
國
民
道
徳
や
日
本
倫
理
吏
の
研
究
家
を
見
る

に
、
殆
こ
す
べ
て
、
武
士
遣
を
以
て
太
古
よ
り
存
す
ご
考
へ
、
忠
義
、
勇
烈
の
振
舞
を
中
心
こ
し
て
、
こ
れ

に
節
二
義
．
翌
翌
、
質
實
、
信
義
、
孝
行
の
諸
徳
や
、
租
先
を
奪
び
名
馨
を
重
ん
じ
、
唐
己
の
責
任
を
怠
る
こ
ご

な
く
途
行
ず
る
徳
な
ご
が
綜
合
せ
ら
れ
た
る
道
で
あ
る
ご
見
な
し
て
み
る
。
も
こ
よ
り
諸
家
の

説
に
は
微
細
な
黙
に
於
て
種
々
の
差
別
あ
る
も
、
大
膿
こ
れ
を
二
種
に
大
上
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　
第
一
は
武
士
造
が
上
古
よ
り
現
存
し
、
源
雫
以
後
盆
≧
獲
達
し
た
者
ご
見
る
説
で
あ
る
。
第
二

は
武
士
道
の
成
形
は
上
古
に
な
く
、
確
か
に
存
在
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
源
李
以
後
で
あ
る
が
、

蔚
野
方
は
精
淋
は
太
古
よ
り
並
存
し
て
み
た
も
の
こ
見
る
説
で
あ
る
。
併
し
管
見
に
よ
れ
ば
二

の
説
こ
も
無
理
が
あ
っ
て
、
維
持
し
黒
い
。
武
士
滋
は
源
郷
士
に
超
つ
た
も
の
ビ
考
へ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
ご
思
ふ
め
で
あ
る
。

　
第
一
説
を
執
る
人
は
武
士
滋
を
國
民
道
徳
の
主
軸
ご
見
て
み
る
、
國
民
道
徳
は
武
士
道
に
よ

っ
て
維
持
せ
ら
れ
た
こ
考
へ
て
る
る
。
忠
君
ご
か
愛
國
ご
か
租
先
崇
拝
ε
か
信
義
、
禮
譲
ご
か
國

民
道
徳
の
特
色
た
る
も
の
が
、
武
士
溢
に
最
も
よ
く
現
は
れ
、
武
士
道
は
早
早
道
徳
の
精
…
華
で
あ
っ

た
か
の
如
く
に
考
へ
て
る
る
。
深
作
博
士
は
「
武
士
遣
を
以
て
直
に
早
馬
民
道
徳
こ
い
ふ
も
強
ち

其
當
を
失
し
な
い
」
ハ
璽
講
簸
）
三
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
國
民
道
徳
は
日
本
民
族
の
悠
遠
な
る
過
去

よ
り
次
第
に
登
達
し
て
摩
た
も
の
に
違
ひ
な
い
か
ら
、
か
く
武
士
道
が
重
工
道
徳
の
精
華
で
あ
る

こ
す
れ
ば
、
武
士
遁
も
太
古
か
ら
在
る
ε
説
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
井
上
博
士
（
國
民
道
徳
概
論
）
の
説
に
よ
れ
ば
、
武
士
道
の
登
達
を
國
史
上
四
期
に
分
ち
、
第
一
期
は

太
古
よ
り
李
氏
の
滅
亡
ま
で
、
第
二
期
は
鎌
倉
幕
府
の
始
よ
り
豊
臣
民
ま
で
、
第
三
期
は
江
戸
時
代
、

第
四
期
は
現
代
こ
し
て
、
各
時
代
の
武
士
滋
を
説
い
て
居
ら
れ
る
。
　
こ
れ
は
明
か
に
第
一
説
に
薦

す
る
。
そ
の
要
黙
を
略
叙
す
る
ご
次
の
や
う
で
あ
る
。

　
上
古
に
は
中
臣
、
忌
部
の
雨
氏
が
文
臣
ε
な
り
、
物
部
、
大
伸
聖
遷
ぽ
武
臣
こ
な
っ
て
代
々
朝
廷
に

忠
籔
を
つ
く
し
て
み
た
が
、
武
士
道
は
こ
れ
ら
武
臣
の
間
に
撫
子
し
、
名
答
を
重
ん
じ
、
武
勇
を
奪
び
、

自
分
の
責
任
を
忠
實
に
途
行
し
、
家
門
の
春
を
辱
し
め
ざ
る
事
等
は
最
も
重
じ
ら
れ
た
徳
で
あ
る
。

　
　
　
　
武
土
蓮
の
超
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



OIS

　
　
　
　
土
室
研
究
第
百
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

そ
の
後
．
大
仁
氏
衰
へ
、
佛
激
の
渡
來
を
動
機
に
物
部
氏
が
亡
び
、
武
士
道
は
こ
、
に
一
頓
挫
を
來
し

た
。
漫
画
、
佛
激
渡
來
以
後
、
法
律
欄
度
そ
の
他
、
交
物
が
燦
然
ご
し
て
備
つ
た
が
、
そ
の
爲
に
武
士
道

は
衰
へ
た
Q
し
か
し
竿
安
末
期
源
李
勃
興
ε
共
に
轟
び
武
士
滋
は
盛
ん
ご
な
っ
た
。

　
第
二
期
は
君
臣
遠
心
の
武
士
道
か
ら
、
主
從
館
主
の
武
士
滋
に
移
っ
た
古
態
的
武
士
道
の
時
代

で
あ
っ
て
、
武
士
は
天
皇
に
忠
義
を
細
く
す
こ
ε
を
忘
れ
て
、
そ
の
主
君
に
だ
け
忠
義
を
つ
く
し
た
。

か
く
忠
君
の
形
式
は
違
っ
て
も
内
容
は
か
は
っ
て
み
な
い
。
し
か
し
南
北
朝
ご
ろ
に
は
楠
木
、
新

田
諸
氏
の
如
く
、
普
の
ま
、
の
忠
君
を
暴
富
し
て
繕
事
に
洩
れ
π
人
も
少
く
な
い
。
第
三
期
は
同

じ
く
謎
態
的
武
士
撹
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
於
て
武
士
道
は
血
戦
の
中
に
登
揮
さ
れ
る
こ
ご

が
少
く
な
っ
た
け
れ
ざ
、
こ
の
時
代
の
特
色
こ
し
て
、
儒
者
そ
の
他
の
寄
々
に
よ
っ
て
組
織
的
に
著

述
の
中
に
説
か
れ
る
事
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
期
現
代
に
な
っ
て
幾
ら
か
衰
へ
だ
や

う
で
あ
る
が
、
決
し
て
亡
び
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
王
政
復
古
ご
共
に
最
初
の
濫
主
關
係
に

立
返
っ
て
、
日
清
H
露
の
爾
役
に
著
明
に
登
揮
さ
れ
旋
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ビ
同
機
の
考
は
或
は
井
上
博
士
の
説
を
租
辛
し
だ
立
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
又
は
博
士
か
．

ら
濁
立
に
も
多
く
の
學
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
し
か
し
武
士
道
が
國
民
道
徳
の
主
軸
、
中
心
部
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で
あ
る
こ
ご
は
如
何
な
乃
根
無
に
よ
っ
て
言
ひ
う
る
か
。
武
士
も
口
紐
．
漁
民
の
一
部
で
あ
る
か

ら
、
武
士
も
日
本
人
こ
し
て
守
る
べ
き
通
徳
を
或
樫
度
ま
で
實
践
し
た
こ
ご
は
疑
が
な
い
。
け
れ

ざ
も
國
民
道
徳
が
武
士
の
中
で
其
の
精
華
を
褒
嘉
し
た
こ
い
ふ
こ
ご
は
、
果
し
て
容
易
に
論
謹
し
「

う
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
首
肯
し
う
べ
き
論
難
を
未
だ
讃
ん
だ
事
が
な
い
。
誰
も
知
っ
て
み
る

如
く
、
武
士
は
大
義
名
分
に
暗
く
、
王
覇
の
別
を
辮
へ
な
か
っ
た
赦
、
皇
室
の
奪
嚴
は
知
っ
て
み
て
も
、

一
朝
事
あ
る
時
、
皇
室
へ
弓
を
引
き
、
殊
に
そ
の
統
領
た
る
將
軍
や
執
纏
は
勅
命
に
逆
ら
ひ
，
天
皇
、
上

皇
を
遠
國
に
遷
し
奉
っ
た
こ
ご
さ
へ
あ
っ
た
。
我
が
國
民
道
徳
の
根
本
生
癒
た
る
天
皇
に
胸
す

る
忠
磐
さ
へ
守
れ
な
い
武
士
が
、
如
何
に
し
て
國
民
道
徳
を
維
持
し
、
登
揮
し
う
る
で
あ
ら
う
か
。

　
普
通
多
く
の
論
岩
は
武
士
池
の
主
徳
を
忠
君
に
お
い
て
み
る
。
井
上
博
士
は
、

　
　
武
士
は
唯
々
武
勇
を
顯
は
す
ざ
云
ふ
こ
ビ
で
は
な
い
。
武
勇
を
顯
は
す
に
は
必
ず
そ
の
顯

　
　
は
す
べ
き
主
義
方
針
に
慷
ら
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
こ
れ
を
武
士
遣
ご
云
ふ
の
で
あ

　
　
り
ま
す
。
そ
の
生
面
方
針
は
忠
心
虚
血
で
め
つ
て
、
自
己
の
仕
へ
居
る
君
生
の
呑
め
に
眞
心

　
　
を
議
す
ご
い
ふ
の
が
、
こ
れ
が
武
士
泣
の
因
っ
て
起
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。
塾
風
が
危
く
な

　
　
る
ε
云
ふ
や
う
な
こ
ご
は
生
、
潜
の
欝
め
に
な
ら
な
い
こ
ご
で
あ
る
か
ら
し
て
、
随
っ
て
叢
に

　
　
愛
國
ご
云
ふ
こ
ビ
が
起
っ
て
亘
る
Q
同
誌
は
忠
君
ご
な
り
、
函
丈
は
愛
國
ざ
な
る
。
決
し
て

　
　
　
　
武
骨
撹
の
起
源
及
び
勝
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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岡
三
研
究
集
百
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
こ
の
撃
つ
の
こ
ε
は
二
途
に
出
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
二
楼
の
事
柄
で
は
あ
る
け
れ
ざ
も
精

　
　
紳
に
於
て
は
全
く
叫
致
し
て
走
る
や
う
に
な
っ
て
居
う
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
の
武
士
の
守

　
　
る
べ
き
這
で
あ
る
云
々
。
（
國
民
道
徳
概
論
…
七
六
頁
）

ご
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
武
士
池
の
根
本
は
忠
潜
で
あ
る
こ
ε
は
弁
上
博
士
の
み
な
ら
す
ほ
“
｝

般
の
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
武
士
の
忠
潜
は
皇
室
へ
の
早
耳
で
な
く
、
そ
の
主
君
へ
の
忠
義
で
あ

る
か
ら
、
第
一
説
を
説
く
人
々
は
富
盛
以
後
の
武
士
道
を
以
て
事
態
的
武
士
道
ご
考
へ
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
こ
ろ
が
武
士
こ
い
ふ
階
級
は
源
李
時
代
よ
り
勃
興
し
、
井
上
博
士
の
説
か
れ
た
第
二
、
第

三
期
に
及
ん
で
、
武
士
道
は
最
も
登
逡
し
た
の
は
雫
ふ
ぺ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
り
、
且
つ
武
士
道
ご

い
ふ
語
は
武
士
の
守
り
行
ふ
べ
き
道
ご
い
ふ
事
で
あ
り
、
夏
に
井
上
博
士
そ
の
他
の
人
に
は
「
武
士

溢
は
武
士
に
よ
っ
て
濁
占
さ
れ
て
居
っ
た
」
（
島
民
道
徳
概
論
ニ
ハ
入
詞
）
も
の
で
あ
軌
「
武
士
ご
云
ふ
特
別
階
級
の
間

に
養
成
せ
ら
れ
實
行
せ
ら
れ
て
壁
画
實
蹉
道
徳
で
あ
ゑ
灘
南
講
鋼
戴
）
も
の
を
墾
態
ビ
侵
獲
形

ご
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
ご
は
極
め
て
不
浄
然
な
る
叙
述
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
武
士
道
の
中
に
含
ま
れ
て
み
る
徳
行
は
武
士
階
級
特
別
の
徳
行
で
な
く
、
國
民
一
般
に
守

る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
武
士
道
は
そ
の
本
質
上
、
武
士
だ
け
の
遣
で
は
な
い
。
し
か
も
從
來
こ

れ
ら
の
諸
徳
は
武
士
の
聞
に
最
も
よ
く
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
武
士
道
は
國
民
道
徳
の
精
華
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で
あ
っ
た
ビ
説
く
人
も
多
い
。

　
武
士
も
日
本
國
民
だ
る
限
レ
、
彼
等
の
行
っ
た
遜
徳
が
、
國
民
階
差
憩
を
獲
揮
し
た
事
も
少
く
な

い
で
あ
ら
う
Q
け
れ
ご
も
こ
れ
は
國
民
砿
津
徳
ご
武
士
道
と
の
一
致
で
な
く
、
武
士
が
武
士
だ
け
の

立
場
に
立
た
参
、
一
般
國
民
ご
し
て
行
ふ
べ
き
滋
を
行
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
武
士
は
時

ビ
し
て
「
般
乱
民
の
守
る
べ
き
撹
に
反
す
る
事
を
行
ひ
、
或
は
一
般
堅
甲
こ
し
て
守
る
必
要
な
き

（
も
し
く
ば
少
き
〉
事
を
，
重
要
な
る
徳
義
と
信
じ
て
．
そ
れ
を
實
行
し
ょ
う
ご
努
め
て
み
る
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
武
士
道
た
る
特
色
は
此
の
差
異
鮎
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
　
一
二
の
例
を
言
へ
ば
、
武
士

の
忠
は
前
記
の
如
く
一
般
國
民
の
守
る
べ
き
忠
ご
矛
盾
し
て
み
る
。
武
士
は
死
に
面
し
て
少
し

も
恐
れ
ざ
る
修
養
を
極
め
て
重
大
事
ビ
信
じ
淀
。
こ
れ
は
一
般
國
民
に
ご
つ
て
も
悪
い
事
で
は

な
い
が
、
極
め
て
必
要
な
る
事
で
は
な
い
。
武
士
は
藍
の
上
で
死
漁
こ
ご
を
不
名
舞
ご
考
へ
π
か

ら
、
病
弱
な
者
は
身
を
全
う
し
て
戦
場
に
働
き
う
る
時
に
も
、
わ
ざ
ご
戦
死
す
る
者
が
多
い
。
　
こ
れ

も
一
般
國
民
に
は
不
用
の
心
得
で
あ
る
。
武
士
の
孝
行
に
は
敵
討
こ
い
ふ
事
が
重
要
な
要
素
に

な
っ
て
み
る
け
れ
ご
も
、
他
の
画
室
階
級
で
は
敵
討
は
あ
ま
り
行
は
れ
な
い
。
江
戸
時
代
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

武
士
の
親
が
、
親
署
ら
に
不
正
な
事
な
く
し
て
殺
さ
れ
た
時
、
そ
の
子
が
敵
討
に
出
か
け
な
い
ご
卑

怯
者
こ
し
て
同
断
の
士
か
ら
交
を
絶
た
れ
る
程
で
あ
っ
た
が
、
町
人
で
は
敵
討
に
出
な
く
て
も
、
別

　
　
　
　
黒
土
甦
の
超
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
墨
丁
研
究
　
第
胃
n
　
｝
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
三
山
ハ

に
卑
怯
者
の
醜
名
を
受
け
る
事
は
な
か
つ
π
。
抑
も
入
の
守
る
べ
き
道
徳
理
想
を
輩
・
に
抽
象
的

に
論
じ
た
ら
、
古
今
東
西
，
如
何
な
る
階
蔽
、
身
分
、
職
業
に
於
て
も
滋
に
差
．
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
實
践

す
る
際
に
は
時
罰
点
に
よ
っ
て
種
々
の
差
が
出
來
る
。
武
士
近
は
武
士
の
間
に
脅
慣
ご
し
て
獲

達
し
た
道
徳
で
あ
る
。
そ
の
中
の
諸
徳
を
抜
出
し
て
抽
象
的
に
論
ず
れ
ば
、
忠
ご
言
ひ
、
節
操
ε
言

ひ
、
信
義
ビ
言
ひ
、
【
般
國
民
道
徳
（
理
想
論
こ
し
て
の
）
ε
同
…
の
も
の
で
あ
っ
て
．
其
の
聞
に
差
は
無

い
が
、
實
蹟
上
に
於
て
は
武
士
滋
は
一
般
國
民
の
守
る
べ
き
道
徳
ε
違
っ
た
黙
が
多
い
。
　
武
士
道

の
諸
徳
ご
國
民
道
徳
の
諸
徳
ご
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
人
は
理
想
論
的
に
見
て
み
お
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
も
し
果
し
て
異
り
こ
す
れ
ば
、
武
士
池
の
歴
史
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
士

道
は
最
初
に
賢
聖
が
田
て
、
高
遠
な
理
想
を
説
い
元
の
で
な
く
、
武
士
生
活
中
に
密
ら
螢
達
し
だ
習

．
償
的
道
徳
に
す
ぎ
な
い
G

　
又
武
士
が
國
民
道
徳
を
他
の
階
級
よ
り
も
良
く
實
行
し
だ
ε
い
ふ
説
は
永
久
の
疑
問
で
あ
っ

て
澄
明
で
き
な
い
事
で
あ
る
。
我
が
國
、
維
新
前
で
、
最
も
多
く
書
籍
の
著
さ
れ
、
且
つ
・
今
日
に
最
も

多
く
残
っ
て
み
る
時
代
は
、
今
同
に
近
い
江
．
戸
時
代
で
あ
り
、
更
に
潮
っ
て
室
町
、
鎌
倉
等
の
武
家
時

代
で
あ
る
。
か
、
る
時
代
の
記
録
壁
書
等
一
切
の
文
献
は
霞
異
物
擾
に
武
士
に
關
す
る
物
が
最

も
多
く
、
道
徳
上
よ
り
見
て
も
武
士
の
行
爲
の
善
悪
に
…
關
す
る
も
の
が
最
も
多
い
で
あ
ら
う
。
こ



れ
を
卒
然
「
ざ
し
て
讃
め
ば
、
武
士
の
行
爲
は
最
も
國
民
油
壷
に
嗣
す
る
所
が
多
か
っ
た
や
う
で
あ
・

る
が
、
そ
れ
に
は
多
大
の
割
引
を
必
要
こ
す
る
Q
そ
の
上
、
普
の
文
學
は
多
く
懸
愛
ご
戦
記
を
ま
題

こ
し
て
み
る
。
故
に
載
を
職
こ
す
る
武
士
の
行
駕
が
文
學
の
主
題
ご
な
り
や
す
い
か
ら
．
丈
學
に

表
現
さ
れ
た
る
四
徳
問
題
も
武
士
に
關
す
る
も
の
が
多
い
け
れ
ざ
も
、
そ
れ
は
椎
勢
の
周
忌
こ
か

死
ビ
か
い
ふ
人
生
の
重
大
事
が
作
者
の
興
味
を
ひ
く
事
が
多
か
っ
た
爲
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文

献
に
よ
り
武
士
の
応
徳
實
、
行
に
つ
い
て
は
知
り
う
る
け
れ
ご
も
、
武
士
が
他
の
階
級
よ
り
も
、
良
く

遣
徳
，
を
實
行
し
た
こ
い
ふ
幕
明
は
寓
來
澱
。
或
は
武
士
が
事
忌
上
鞘
の
階
級
よ
り
も
良
く
國
民

溢
徳
を
實
蔑
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
讃
明
す
べ
き
手
段
は
躰
易
に
求
め
が
た
い

の
で
あ
る
。

fSltN）

　
次
に
疑
ふ
べ
き
こ
ご
は
上
古
に
果
し
て
武
士
溢
が
有
っ
た
か
ご
い
ふ
問
題
で
あ
る
Q
源
彫
以

後
の
武
士
溢
よ
り
は
狡
達
の
度
合
の
低
い
も
の
こ
許
し
て
も
、
ご
に
か
く
武
士
道
の
成
形
が
あ
っ

た
こ
い
ふ
事
を
如
何
に
し
て
讃
明
す
る
か
。
上
代
の
武
臣
の
間
に
武
士
瀧
が
獲
閉
し
た
ε
言
は

れ
る
け
れ
ご
も
、
上
代
は
朝
臣
が
丈
武
に
分
れ
て
、
朝
政
に
携
っ
て
み
た
の
で
は
騒
い
。
且
「
マ
ス
ラ

ヲ
」
、
モ
ノ
・
フ
」
こ
い
ふ
語
に
よ
っ
て
武
臣
階
級
の
存
在
を
謹
明
し
よ
う
こ
い
ふ
企
は
全
く
無
理
で

　
　
　
　
武
士
遺
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
學
研
究
　
第
百
・
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
入

あ
る
。
し
か
し
減
等
の
事
は
説
明
が
他
岐
に
亘
る
か
ら
、
第
三
節
に
譲
っ
て
、
こ
、
で
は
唯
疑
問
に
「

附
し
て
お
く
。
上
代
人
の
溢
徳
の
徳
目
ビ
武
士
近
の
徳
目
ビ
多
く
一
致
す
る
か
ら
、
武
士
道
は
上
、

代
か
ら
在
っ
た
ご
論
ず
る
人
も
あ
る
が
、
道
徳
を
面
長
だ
け
比
較
し
て
も
、
眞
の
比
較
は
出
來
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
が
、
る
論
讃
は
無
意
味
で
あ
る
。

　
上
代
人
が
忠
義
敬
紳
の
心
深
く
、
武
勇
の
写
象
に
富
ん
で
み
た
こ
ご
は
先
づ
確
に
言
ひ
う
る
事

で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
的
に
登
達
し
て
み
た
の
で
は
な
い
。
又
後
世
の
武
士
近
に
於
け
る
敬
棘

忠
義
、
武
勇
以
外
の
諮
徳
が
上
代
に
も
署
し
く
現
は
れ
て
る
た
か
、
こ
う
か
は
疑
問
で
、
恐
ら
く
敬
神
，

忠
義
、
武
勇
よ
り
登
逮
が
低
か
っ
た
ビ
見
た
方
が
事
忌
に
近
い
の
で
あ
ら
う
。
口
本
書
紀
，
古
事
記
、

萬
葉
集
等
を
見
る
ビ
、
女
色
．
恵
愛
の
記
事
が
最
も
眼
に
多
く
漏
れ
る
が
、
こ
れ
を
除
く
ε
、
滋
梁
上
、
忠

義
や
敬
脚
や
武
勇
の
記
事
を
外
に
し
て
、
特
に
編
著
な
霊
徳
の
品
行
を
見
な
い
の
で
あ
っ
て
、
雫
闘
、
，

殺
鐵
等
の
記
事
が
徒
ら
に
多
い
。
勿
論
彼
等
は
無
論
徳
で
は
な
い
。
幼
稚
な
が
ら
も
溢
徳
は
あ

っ
た
Q
さ
れ
ざ
忠
義
そ
の
他
の
至
徳
を
引
っ
く
る
め
て
武
士
道
ご
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
忠
た
．

る
や
天
皇
に
樹
す
る
忠
で
あ
る
か
ら
、
後
世
の
武
士
道
ご
實
馬
上
で
一
致
し
な
い
。
こ
の
不
一
致

を
脱
す
る
爲
に
は
、
後
世
の
武
士
滋
を
墾
形
ε
す
る
か
、
武
士
遣
ご
油
紙
帝
徳
ご
を
唯
抽
象
的
に
比
．

べ
て
同
じ
者
こ
す
る
か
、
二
つ
の
溢
の
中
の
一
つ
を
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
二
つ
ご
も
無
理
で
あ
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る
こ
ご
は
前
蓮
の
通
り
で
あ
る
Q

更
に
上
代
の
所
謂
武
士
蓮
が
第
一
期
の
後
牢
期
（
井
上
博
士
ば
佛
毅
渡
來
以
後
冷
後
期
ご
し
て
ゐ
ら
れ
ろ
）
に
於
て
衰
へ
た
ご
い
ふ
事

は
確
に
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
か
。
　
こ
の
黙
は
武
士
道
の
歴
史
に
於
け
る
最
も
重
要
な
黙
で
あ
る

が
從
來
は
輕
々
し
く
論
じ
去
ら
れ
た
事
が
多
か
っ
た
Q
上
代
ご
奈
良
本
安
時
代
ご
を
比
べ
る
ご
、

奈
良
本
安
時
代
に
於
．
て
儒
澱
は
遙
か
に
進
歩
し
た
。
佛
殺
は
勿
論
褒
展
し
た
。
、
罫
紙
祭
拝
も
明

か
に
後
期
の
方
が
進
ん
で
み
る
。
奈
良
の
春
日
神
癒
は
奈
良
遷
都
聞
も
な
い
頃
に
建
て
ら
れ
た

し
（
年
代
に
的
確
に
指
示
で
べ
毒
・
材
料
か
力
賢
い
）
、
宇
佐
入
幡
の
二
二
が
癒
紳
天
皇
こ
な
っ
た
の
は
奈
良
時
代
か
ら
李
安
初
期
へ

か
け
て
成
立
し
た
説
で
あ
り
、
男
山
八
幡
、
鴬
野
、
祇
園
等
の
各
濫
は
雫
安
初
期
の
創
建
に
か
～
り
、
賀

蔑
．
稻
，
荷
、
比
叡
、
松
尾
等
も
李
安
初
期
よ
り
榮
え
た
帥
で
あ
る
。
此
等
の
乳
糖
は
京
都
に
近
い
こ
い

ふ
雪
山
か
ら
榮
え
た
の
で
は
あ
る
が
、
敬
紳
の
風
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
榮
え
た
の
で
あ
る
。

鹿
島
．
香
取
、
熟
田
、
氣
比
、
宇
佐
、
悪
寒
、
熊
野
等
の
各
説
も
奈
良
朝
以
後
算
え
た
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し

て
男
殺
・
佛
敷
も
敬
帥
の
驚
風
も
皆
三
民
鷹
野
の
褒
蓬
、
武
士
道
の
癸
展
に
役
立
っ
た
事
は
朋
か
で

あ
る
。
忠
君
愛
國
そ
の
他
の
諸
徳
も
後
期
の
方
が
後
世
に
比
べ
て
は
狡
蓬
低
く
こ
も
、
前
期
の
方

よ
り
進
ん
で
ゐ
虎
子
は
幾
多
の
史
實
が
之
を
謹
明
す
る
。
上
代
の
日
本
人
は
ま
だ
國
家
的
観
念

が
弱
く
、
朝
鮮
ご
結
ん
で
叛
観
す
る
こ
ε
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
皇
室
の
奪
巌
が
十
分
に
國
民
に

　
　
　
　
武
士
流
の
趨
源
及
び
勝
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一二
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幹
學
研
究
　
弟
百
｝
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇

自
、
畳
さ
れ
な
か
っ
た
故
、
天
皇
を
斌
逆
し
奉
っ
た
こ
ご
す
ら
あ
る
Q
書
聖
時
代
に
も
二
度
新
羅
ご

結
ん
で
叛
概
を
計
っ
た
者
も
あ
っ
た
が
（
三
代
實
鋒
徐
】
十
三
及
転
入
）
・
最
早
や
國
家
紅
織
が
＋
分
強
固
ご
な
っ
て
み

た
か
ら
、
未
然
に
鎭
め
え
て
、
か
つ
て
上
代
繊
騰
天
皇
の
御
代
に
筑
紫
の
國
二
野
井
が
新
羅
ご
謀
っ

て
叛
概
し
た
や
う
な
大
騒
ぎ
は
起
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
不
安
時
代
に
は
皇
室
の
奪
嚴
は
既
に
確

立
し
て
、
脚
聖
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
こ
な
っ
た
か
ら
、
天
皇
を
康
立
す
る
ほ
こ
の
カ
を
持
っ
て
る

た
藤
原
民
も
皇
位
の
奪
嚴
を
犯
す
こ
ご
は
淡
し
て
な
か
っ
た
◎
唯
質
し
く
変
へ
た
の
は
國
民
の

元
素
．
勇
氣
で
あ
る
。
漁
民
は
貴
幾
都
邸
お
し
な
べ
て
柔
弱
ご
な
っ
た
。
上
代
に
眞
に
武
士
近
が

存
し
た
も
の
た
争
ら
ば
、
後
期
に
な
っ
て
、
道
徳
が
理
想
上
に
も
實
二
上
に
も
、
武
勇
以
外
は
ひ
ご
し
く

進
歩
し
が
つ
此
れ
を
外
部
よ
り
助
成
す
べ
き
紳
佛
儒
三
滋
が
そ
れ
ん
＼
進
歩
せ
乃
に
拘
ら
ず
、
武

士
近
が
退
歩
し
衰
微
し
た
こ
言
ふ
こ
ビ
は
理
解
し
が
た
き
論
述
で
あ
る
。
も
し
第
一
期
後
期
に

武
土
道
が
衰
へ
た
こ
い
ふ
事
が
誤
）
な
く
言
ひ
う
る
な
ら
ぽ
、
そ
は
「
武
士
滋
が
勇
氣
を
主
徳
ご
す

る
事
」
を
認
め
る
時
に
限
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
武
士
滋
研
究
家
は
一
般
に
忠
君
愛
國
を
武
士
磁

の
圭
徳
ご
認
め
、
武
勇
を
顯
す
の
は
忠
君
愛
國
を
行
ふ
た
め
で
あ
る
ご
救
急
さ
れ
て
る
る
。
忠
君

愛
國
の
精
憩
が
前
期
よ
り
後
期
の
方
が
進
ん
で
み
る
こ
し
て
見
れ
ば
武
士
道
の
根
本
に
於
て
、
衰

へ
た
ど
見
る
べ
き
何
等
の
理
山
も
な
い
。
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さ
う
し
て
右
の
條
に
述
べ
た
や
う
な
忠
霜
愛
國
の
思
想
は
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
も
大
局
か
ら

見
て
少
し
も
衰
へ
て
る
な
い
ご
思
ふ
Q
そ
の
他
の
道
徳
は
理
想
論
ビ
し
て
も
實
雲
上
に
も
耶
安

時
代
よ
り
、
す
つ
ビ
進
歩
し
て
み
る
。
武
勢
も
進
歩
し
た
。
広
町
憤
激
は
愈
3
進
歩
し
た
。
帥
遊

が
野
里
化
’
し
た
ご
い
ふ
事
實
を
以
て
紳
滋
が
衰
へ
た
ビ
言
ふ
こ
ご
は
田
來
な
い
。
　
こ
の
時
代
よ

り
榊
道
論
が
起
つ
た
し
、
敬
紳
の
風
も
從
前
よ
り
衰
へ
る
こ
ご
な
く
、
寧
ろ
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ご
思

ふ
。
儒
學
は
學
究
上
に
於
て
衰
へ
て
る
る
が
、
道
徳
思
想
の
普
及
、
及
び
近
点
の
實
践
．
の
上
に
は
軍

安
時
代
よ
り
も
遙
か
に
張
く
入
墨
を
刺
戟
し
た
Q
こ
れ
ら
の
諸
黙
に
於
て
は
鎌
倉
時
代
は
不
安

時
代
よ
り
も
勝
っ
て
る
る
◎
術
こ
の
黙
に
は
、
誤
解
を
避
け
る
爲
に
も
つ
ご
後
に
詳
細
に
論
じ
た

い
ご
思
ふ
。
故
に
上
代
の
所
謂
武
士
近
は
根
木
に
於
て
は
、
軍
安
時
代
ビ
同
楼
に
、
変
へ
る
こ
ご
な

く
却
っ
て
三
主
盛
ん
に
な
っ
て
鎌
倉
時
代
に
傳
つ
た
こ
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
，

　
，
李
安
時
代
初
期
に
衰
へ
淀
武
勇
は
第
安
中
期
に
武
士
が
勃
興
す
る
に
及
び
、
武
士
及
び
之
に
準

ず
べ
き
．
階
級
（
僧
兵
な
ざ
）
の
中
に
勃
興
し
て
武
家
時
代
に
及
ん
だ
。
武
士
の
圭
欝
欝
の
忠
君
ご
右

の
武
勇
並
び
に
此
れ
に
罪
な
う
て
、
一
團
を
な
せ
る
道
徳
が
武
士
生
活
の
間
に
次
第
に
獲
生
し
て

來
た
。
こ
れ
は
武
家
時
代
に
於
て
武
士
が
政
治
の
中
心
に
立
つ
二
黒
、
き
は
め
て
花
々
し
く
選
れ

た
。
こ
れ
は
武
士
こ
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
徳
義
で
あ
る
か
ら
武
士
道
ご
裕
せ
ら
れ
た
。
武
士

　
　
　
　
武
士
団
の
起
源
及
濯
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
…
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二
二
研
究
策
百
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

道
こ
い
ふ
概
念
は
す
で
に
単
安
末
期
に
あ
る
が
、
そ
の
語
は
鎌
倉
宋
期
に
出
面
穴
も
の
ら
し
く
、
北

朝
貞
和
二
年
間
二
〇
〇
荒
年
）
勅
撰
の
風
雅
集
客
下
に
見
え
る
難
論
頼
の
歌
が
武
士
遁
の
語
を
文
献
上
初

て
記
録
し
た
も
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
Q
武
士
の
鼻
下
及
び
武
士
遽
の
発
生
に
就
い
て
も
後
に
再

説
し
た
・
い
ご
思
ふ
が
、
こ
の
武
士
蓮
ご
、
上
代
に
あ
り
ご
幕
せ
ら
る
、
所
謂
武
士
通
の
系
統
ご
は
明

か
に
武
家
時
代
以
後
並
行
し
て
み
る
。
承
久
の
胤
な
ご
に
於
て
武
士
は
「
方
に
於
て
そ
の
主
入

の
爲
に
正
義
し
つ
、
も
、
爾
皇
室
に
樹
し
て
弓
ひ
く
事
を
怖
れ
て
み
た
。
こ
の
心
中
の
矛
盾
は
二

つ
の
滋
の
乖
離
か
ら
來
て
る
る
。
詮
す
る
所
、
上
代
の
所
謂
武
士
道
が
武
家
時
代
に
忽
ち
形
を
攣

へ
て
、
主
從
關
係
の
墾
量
的
武
士
滋
こ
な
っ
た
こ
い
ふ
こ
ご
は
除
稚
更
的
事
忌
に
無
理
な
見
方
を

加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
上
灘
か
ら
一
般
國
民
に
守
ら
れ
行
は
れ
て
摩
た
所
謂
武
士
道

が
（
上
代
に
は
特
に
武
臣
こ
い
ふ
者
が
な
い
こ
ご
は
前
に
既
に
述
べ
た
）
源
李
時
代
以
後
、
何
故
に
武

士
の
み
に
限
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
か
。
從
來
の
研
究
家
は
明
答
を
輿
へ
て
る
な
い
。
亘
理
激

授
は
鎌
倉
幕
府
の
灌
力
が
盛
ん
に
な
っ
て
多
数
の
武
士
が
幕
府
に
瞬
虚
し
、
絡
に
は
そ
の
報
恩
を

専
ら
こ
し
て
朝
廷
へ
の
忠
を
念
こ
し
な
い
や
う
に
な
り
武
士
泣
は
國
民
的
意
義
が
少
く
な
っ
た

三
・
・
は
れ
た
緬
報
講
）
が
武
士
が
朝
廷
を
捨
て
・
そ
の
主
磐
に
つ
一
す
・
ご
は
鎌
倉
開
府
よ
り

す
つ
ご
前
か
ら
の
こ
ご
で
あ
っ
て
、
開
府
以
後
の
こ
ご
で
は
な
い
。



　
こ
れ
ら
・
の
困
難
…
を
脱
す
る
爲
に
は
上
代
よ
り
武
士
道
の
成
形
あ
り
ご
考
へ
な
い
で
、
武
士
滋
の

成
形
は
源
雫
時
代
に
登
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
淵
源
、
萌
芽
、
精
神
は
上
代
に
あ
っ
た
ε
考
へ

る
第
二
説
が
膚
ら
提
出
さ
れ
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
武
士
滋
に
關
す
る
奮
説
其
の
二

SL）1

　
第
二
説
に
於
て
武
士
溢
は
武
士
の
祇
會
の
産
物
で
あ
っ
て
武
士
肚
會
の
存
在
を
待
っ
て
始
め

て
襲
達
し
た
道
で
あ
る
ご
説
く
け
れ
ざ
も
、
樹
武
士
蓮
を
國
鼻
衝
徳
の
精
粋
で
あ
る
こ
い
ふ
説
を

維
持
し
よ
う
ご
し
て
、
武
士
溢
の
精
紳
、
萌
芽
或
は
淵
源
は
我
が
國
上
右
か
ら
在
っ
た
ご
説
く
の
で

あ
る
。
　
亘
理
敷
授
が
國
民
遁
徳
序
論
中
に
説
か
れ
た
武
士
暴
論
は
、
大
禮
に
継
て
第
二
説
に
製
し
、

て
る
る
や
う
で
あ
る
。
龍
文
學
士
（
二
本
文
化
史
第
六
鎌
婬
書
代
）
の
説
は
明
か
に
第
二
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代

に
於
て
は
ま
だ
就
會
の
人
々
の
行
爲
を
律
す
る
も
の
こ
し
て
杜
會
か
ら
注
目
さ
れ
る
握
の
進
歩

も
し
て
賦
す
、
又
注
目
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
源
李
以
後
武
家
心
立
の
褒
達
す
る
に
連
れ
て
始
め
て

十
分
に
褒
蓬
し
た
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
「

　
國
民
ご
し
て
守
る
べ
き
瀧
徳
ご
武
士
道
ご
の
間
の
種
々
の
關
係
に
就
い
て
の
私
の
考
は
第
一

節
に
就
い
て
既
に
逃
べ
た
蓮
り
で
あ
る
か
ら
再
説
し
な
い
。
ま
た
上
代
に
於
て
…
般
的
、
國
民
的

　
　
　
　
武
土
廼
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
四
三
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で
あ
っ
た
淵
源
が
、
後
に
國
民
の
一
部
た
る
武
家
だ
け
の
滋
こ
な
る
や
う
に
な
っ
た
事
に
つ
い
て

は
第
二
説
に
於
て
も
同
じ
く
説
き
え
諏
謎
で
あ
る
。
第
二
説
に
於
て
始
め
て
用
ひ
ら
れ
た
精
紳
，

茄
芽
並
に
淵
源
ε
、
㌧
ふ
語
に
就
い
て
考
へ
て
見
る
ご
、
一
坐
わ
か
る
や
う
で
あ
る
が
曖
昧
で
あ
る
。

恐
ら
く
．
後
世
武
士
の
聞
に
守
ら
れ
、
曾
ば
れ
、
行
は
れ
た
道
徳
が
上
代
に
於
て
、
賓
行
さ
れ
す
に
、
敢
ま

た
は
思
想
だ
け
あ
っ
た
こ
言
ふ
の
か
、
少
数
特
殊
の
人
々
の
問
に
行
は
れ
た
こ
言
ふ
の
か
、
も
し
く

は
一
般
民
衆
の
闘
に
艶
艶
に
行
は
れ
た
ご
言
ふ
の
か
、
肥
れ
ご
も
後
世
武
士
進
の
成
立
す
る
際
に
、

成
立
を
助
け
た
多
く
の
要
素
の
中
の
「
部
の
要
素
ご
な
っ
た
こ
い
ふ
の
か
。
こ
れ
等
の
中
、
ざ
れ

か
一
つ
で
あ
ら
う
ざ
思
は
れ
る
。
第
一
の
思
想
だ
け
あ
っ
た
こ
い
ぶ
説
は
事
｛
貰
あ
h
二
兄
な
い
。

武
士
道
は
後
世
に
於
て
も
武
士
の
準
素
の
生
活
の
問
に
発
達
し
た
墨
譜
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
化

さ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
識
者
が
多
少
自
覚
的
に
之
を
ま

こ
め
て
澱
を
垂
れ
た
こ
ご
は
あ
っ
て
も
事
實
行
は
れ
た
者
を
ま
ご
め
た
に
す
ざ
滋
。
　
江
戸
時
代

に
な
っ
て
も
從
上
行
は
れ
て
る
た
者
を
圭
ε
し
て
儒
學
に
よ
つ
で
理
論
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ざ

こ
ま
で
も
事
實
行
は
れ
た
も
の
を
材
料
こ
し
て
み
る
。
新
し
く
澱
説
や
思
想
を
加
へ
る
こ
ご
が

あ
る
ビ
し
て
も
、
事
實
行
は
れ
て
る
る
以
外
に
田
た
も
の
は
殆
ざ
な
い
。
ま
し
て
上
代
未
開
の
時

代
．
學
問
の
．
幼
稚
な
時
代
に
澱
や
思
想
だ
け
あ
っ
て
實
行
さ
れ
な
い
ご
い
ふ
事
は
ま
つ
照
り
え
な



い
。　

も
し
…
部
少
数
の
者
が
難
行
し
、
も
し
く
ば
一
般
民
衆
が
微
溺
に
学
行
し
た
ご
い
ふ
な
ら
ば
、
そ

れ
は
結
局
第
一
説
に
還
元
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
夫
れ
国
魂
以
後
武
士
近
が
成
立
す
る
際
に
、

そ
の
成
立
要
素
中
の
一
部
ご
な
っ
た
も
の
が
古
代
に
あ
っ
た
ε
解
す
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
武
士
道

の
起
り
は
武
士
登
生
以
後
ご
な
り
、
武
士
滋
そ
の
も
の
、
歴
奥
は
源
軍
時
代
に
始
る
ビ
見
る
の
で

あ
る
か
ら
、
私
は
此
れ
に
は
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
萌
芽
ε
は
朝
顔
の
芽
生
か
ら
甥

顔
の
花
ご
い
ふ
や
う
な
、
庶
系
の
淵
源
を
意
味
し
な
い
。
淀
川
の
水
は
木
津
、
宇
治
、
加
茂
，
保
漁
等
多

く
の
川
の
水
が
集
っ
て
み
る
。
上
代
人
の
通
規
は
こ
の
一
の
上
流
に
あ
た
り
、
武
士
通
は
淀
川
に

當
る
ご
見
た
い
。
上
代
人
の
萢
徳
は
流
れ
て
一
般
の
國
民
道
徳
こ
な
っ
て
み
る
の
．
で
、
上
代
人
の

道
徳
ご
後
世
の
府
民
遊
徳
ご
は
直
接
の
繊
承
は
あ
っ
て
も
、
上
代
の
道
徳
ご
武
士
蓮
ご
に
直
接
の

繊
承
は
見
難
い
。
木
仁
川
…
つ
が
淀
川
に
あ
た
ら
ざ
る
如
く
、
上
代
に
は
武
士
道
そ
の
も
の
は
ま

だ
形
を
見
せ
て
み
な
い
ご
見
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
節
　
毛
ノ
、
7
ご
マ
ス
う
ヲ

823

武
士
ビ
い
ふ
語
は
早
く
蕪
子
人
間
世
蒲
や
史
記
蘇
秦
傳
等
に
見
え
る
語
で
は
あ
る
が
、
支
那
で

　
　
　
武
士
道
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
点
ハ

も
使
用
の
少
な
い
語
で
あ
る
ら
し
い
。
我
が
國
上
代
で
も
殆
ざ
用
ひ
ら
れ
す
、
六
日
本
紀
懸
入
や
、

萬
葉
集
懇
三
、
野
口
本
懸
盤
懇
三
等
に
二
三
用
ひ
ら
れ
て
る
る
に
過
ぎ
ぬ
。
績
日
本
紀
に
は
文
人
、

武
士
ご
著
し
て
用
ひ
て
み
る
が
、
前
後
の
意
味
よ
り
し
て
武
勇
あ
る
朝
臣
ご
い
ふ
意
昧
に
ε
れ
る
。

け
れ
ざ
も
こ
れ
は
武
士
こ
い
ふ
階
級
叉
は
就
會
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
朝
臣
の
中
で
武
勇
に
す

ぐ
れ
た
人
を
指
し
て
武
士
ご
二
つ
π
に
す
ぎ
ぬ
。
績
後
言
の
も
さ
う
で
あ
ら
う
。
萬
葉
集
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
せ
つ
か
べ

同
じ
用
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
癒
津
國
班
田
史
生
欝
欝
龍
麻
呂
が
何
の
故
か
自
ら
急
死
し
た
時
大

憲
三
中
が
弔
う
た
長
歌
の
中
で
龍
麻
呂
を
武
士
ご
言
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
節
を
引
く

ε
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の

　
　
天
雲
の
　
向
伏
す
國
の
　
武
士
ご
　
言
は
え
し
入
は
　
す
め
ろ
ぎ
の
　
棘
の
御
門
に
　
外

　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
も
ら
　
　
　
　
う
ら
の
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
　
　
　
た
ま
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ウ

　
　
重
に
　
立
ち
侍
ひ
　
内
重
に
　
仕
へ
奉
り
　
玉
葛
　
い
や
遠
長
く
　
租
の
名
も
繊
ぎ
行
く

　
　
も
の
こ
云
々

ど
な
っ
て
み
る
。
さ
て
此
の
武
士
の
字
は
何
ご
訓
讃
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
、
判
然
し
な
い
。
鹿
持

雅
澄
の
萬
葉
集
古
義
は
最
も
大
成
さ
れ
だ
研
究
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
マ
ス
ラ
ヲ
」
ご
讃
ま
せ
て

あ
る
。
し
か
し
普
池
は
後
世
の
訓
を
其
の
ま
、
に
「
モ
ノ
ノ
ど
ご
讃
ま
せ
て
み
る
。
　
一
芸
萬
葉
に

は
略
解
に
よ
る
ご
モ
ノ
ノ
フ
の
語
が
二
＋
二
あ
る
（
も
こ
よ
野
學
看
に
よ
っ
て
譲
方
が
か
に
る
定
一
二
興
同
が
起
る
）
茜
剛
記
の
武
士
が
唯
一
回
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用
ひ
ら
れ
た
き
り
で
、
あ
ご
は
す
べ
て
物
部
の
二
字
か
母
能
乃
布
な
ざ
の
萬
葉
事
事
で
示
し
て
あ

る
。
　
モ
ノ
ノ
ベ
（
物
部
）
氏
の
名
ご
モ
ノ
ノ
ブ
ご
を
同
じ
漢
字
で
示
し
て
あ
る
事
は
、
こ
の
二
語
の
語

源
が
同
じ
も
の
で
あ
る
事
を
暗
示
し
て
み
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
本
居
宣
長
の
説
く
如
く
モ
ノ
ノ
フ

の
職
を
世
襲
せ
る
氏
族
を
モ
ノ
ノ
ニ
ご
呼
研
略
し
て
モ
ノ
ノ
ベ
ご
言
つ
だ
も
の
で
．
あ
ら
う
（
躰

柵
燃
巻
）
、
物
部
氏
の
職
掌
を
古
語
拾
遺
で
調
べ
て
見
る
ご
、
帥
武
天
皇
の
條
に

　
　
ひ
の
お
み
　
　
く
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぎ
は
や
ひ

　
　
目
畑
鼠
、
來
目
部
を
帥
み
て
宮
門
を
衛
全
し
、
そ
の
田
鼠
を
掌
り
、
饒
速
目
命
、
内
物
部
を
帥
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
の
ピ
み
　
　
　
　
　
　
　
い
み
ぺ

　
　
矛
盾
を
造
備
す
。
　
そ
の
物
既
に
備
っ
て
、
天
冨
命
、
諸
の
軸
部
を
峯
み
て
天
馬
鏡
劒
を
捧
持
し
、

　
　
正
殿
に
奉
安
し
、
並
に
瑳
玉
を
懸
け
、
其
の
幣
物
を
陳
ね
、
殿
祭
既
詞
を
申
す
Q
　
次
に
宮
門
を
祭

　
　
る
。
然
る
後
、
物
部
矛
盾
を
立
て
、
大
件
畳
目
、
杖
を
建
て
門
を
開
き
、
四
方
の
國
を
朝
せ
し
め
、
以

　
　
て
天
位
の
貴
を
観
せ
し
む
Q

ご
あ
る
。
　
日
本
書
紀
や
古
事
記
の
紳
武
天
皇
の
條
に
は
、
右
の
や
う
な
記
事
は
な
い
。
古
文
説
に

囚
は
れ
す
、
新
し
い
批
評
眼
で
新
し
く
古
代
史
を
開
拓
す
る
人
々
に
取
っ
て
は
、
右
の
古
語
拾
遺
の

説
は
書
紀
古
事
記
の
大
牢
が
受
け
た
運
命
ご
同
じ
く
、
紳
武
天
皇
古
楽
の
古
い
事
實
を
傳
へ
淀
も

の
で
な
く
、
後
世
の
思
想
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
Q
併
し
古
語
拾
遺
は
李
安
時
代
の
ご
く
始
（
大
同
二

年
）
の
著
作
で
あ
る
か
ら
が
、
る
古
語
拾
遺
の
説
は
涯
く
こ
も
奈
良
時
代
の
一
部
の
朝
臣
た
ち
に

　
　
　
　
武
士
甦
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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凹

は
信
じ
ら
れ
た
説
で
あ
ら
う
。
大
伸
氏
が
宮
門
を
警
護
し
た
事
は
、
そ
れ
が
何
時
頃
か
ら
始
つ
た

事
か
不
明
で
あ
る
こ
し
．
て
も
、
績
口
本
紀
．
姓
氏
録
そ
の
他
に
確
謹
が
あ
る
か
ら
、
古
く
か
ら
行
は
れ

事
に
和
違
あ
る
ま
い
。
物
部
氏
が
矛
盾
を
立
て
、
威
儀
を
い
か
め
し
く
す
る
事
を
、
物
部
氏
が
世

襲
の
職
こ
し
た
ご
見
る
こ
と
は
肥
り
輩
純
嫁
抽
象
的
な
、
且
つ
毎
日
行
ふ
べ
き
務
で
も
無
か
り
さ

う
で
め
り
、
叉
「
黒
眉
を
立
て
、
威
儀
を
乏
し
く
し
た
」
こ
い
ふ
事
は
古
語
袷
遺
の
外
に
は
傭
書
た
る

悪
事
記
に
し
か
見
え
な
い
説
で
あ
っ
て
信
用
で
き
な
い
。
古
聖
物
部
、
大
尽
は
同
じ
く
大
連
こ
な

り
う
る
家
で
常
に
並
繕
さ
れ
た
家
柄
で
あ
る
か
ら
、
大
業
氏
の
世
襲
ご
似
た
職
務
を
、
後
世
に
な
っ

て
上
古
の
解
説
を
探
録
し
た
翌
々
が
聯
想
的
に
類
推
し
だ
の
を
土
語
拾
遺
に
記
録
し
た
も
の
で

あ
ら
う
。
大
寳
倉
に
定
め
て
あ
る
物
部
は
術
門
府
に
薦
し
て
み
る
か
ら
、
大
伴
民
の
如
く
宮
門
を

守
っ
た
こ
ご
が
有
っ
た
の
か
ご
も
悪
は
れ
る
が
、
他
に
之
を
確
讃
す
べ
き
材
料
が
無
い
や
う
で
あ

る
し
、
大
賓
命
に
於
て
は
二
五
を
認
す
る
こ
ご
を
掌
っ
た
の
で
め
つ
て
、
門
を
開
閉
し
、
出
入
を
盈
覗

す
る
事
は
無
か
っ
た
の
で
・
4
3
る
。
又
物
部
瓜
が
古
賢
屡
々
征
戦
に
從
つ
た
か
ら
モ
ノ
ノ
ブ
の
氏

で
あ
っ
た
か
の
如
く
考
へ
る
入
が
多
い
け
れ
ざ
も
、
こ
れ
は
モ
ノ
ノ
フ
を
武
士
ご
解
す
る
後
世
の

語
騨
を
上
代
に
湖
ら
せ
た
談
解
で
あ
っ
て
、
口
本
紀
を
讃
ん
で
も
物
部
氏
が
特
に
征
戦
に
多
く
從

事
し
た
形
跡
は
な
い
o
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そ
の
上
、
も
し
上
古
に
モ
ノ
ノ
フ
ご
い
ふ
一
定
の
職
が
有
っ
た
ε
す
れ
ぽ
、
口
本
書
紀
そ
の
他
の

古
典
に
何
回
か
用
ひ
ら
れ
て
る
さ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
古
事
記
の
清
寧
天
皇
の
條
に
「
物
部
．
之
、
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
み

夫
子
之
、
取
倣
、
於
大
刀
之
手
上
」
（
本
居
宣
長
は
「
モ
ノ
ノ
ブ
の
我
が
背
子
が
取
侃
け
る
太
刀
の
手
上
に
」

ご
訓
ん
だ
）
ご
あ
る
外
、
萬
葉
集
に
二
十
ほ
ご
用
ひ
ら
れ
て
る
る
ば
か
り
で
、
書
紀
、
五
風
土
記
、
績
紀
の

宣
命
な
ご
の
古
典
に
は
全
く
用
ひ
ら
れ
て
る
な
い
や
う
で
あ
る
。
萬
葉
の
モ
ノ
ノ
フ
も
右
の
古

事
記
の
同
じ
語
も
皆
モ
ノ
ノ
ブ
ノ
ビ
使
っ
て
あ
っ
て
、
濁
立
の
語
義
な
き
枕
詞
か
、
そ
れ
に
近
き
用

法
に
な
っ
て
み
る
。
（
萬
葉
集
懇
三
の
「
武
士
」
を
省
く
）

　
　
　
　
　
お
ほ
ゆ
ま
へ
っ
い
さ
み

　
イ
物
の
ふ
の
大
臣
（
一
）
　
物
の
ふ
の
臣
（
一
）

　
ロ
物
の
ふ
の
入
十
伜
の
緒
（
一
〇
）
　
物
の
ふ
の
入
十
二
入
（
こ

　
ハ
物
の
ふ
の
八
十
氏
河
（
三
〉

　
二
物
の
ふ
の
入
十
の
心
（
｝
）
　
物
の
ふ
の
入
墨
の
少
女
（
こ

　
ホ
物
の
ふ
の
男
女
（
一
）

　
へ
物
の
ふ
の
磐
瀬
の
森
（
こ

　
ト
物
の
ふ
の
氏
河
（
こ

　
　
　
　
武
士
甦
の
越
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

右
の
中
、
へ
や
ト
は
明
か
に
枕
詞
で
あ
る
が
、
イ
は
モ
ノ
ノ
フ
中
の
一
部
に
捲
る
大
臣
、
モ
ノ
ノ
ブ
の

　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

一
部
に
阿
る
臣
或
は
臣
の
中
の
一
部
に
下
る
モ
ノ
ノ
ブ
ご
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
モ
ノ
ノ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

の
本
義
を
残
し
て
み
る
Q
　
ロ
の
入
十
件
緒
、
八
十
氏
人
は
當
時
の
心
墨
組
織
の
軍
位
た
る
氏
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

多
い
こ
ご
を
欝
七
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
修
飾
す
る
モ
ノ
ノ
ブ
ε
の
開
き
方
に
つ
い
て
は
物
部

氏
が
多
く
の
氏
に
別
れ
な
か
ら
、
そ
れ
か
ら
轄
じ
て
、
す
べ
て
の
朝
臣
の
問
で
多
く
の
氏
を
言
ふ
の

に
も
「
物
の
ふ
の
入
十
伸
の
緒
」
ご
い
ふ
の
で
あ
る
ご
契
沖
な
ざ
は
説
い
た
け
れ
ざ
も
、
賀
茂
眞
淵
な

ご
は
朝
臣
全
農
を
モ
ノ
ノ
フ
と
言
ふ
の
で
あ
る
と
説
い
た
。
此
の
方
が
賛
同
者
は
多
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　

　
　

う

る
。
　
ハ
ニ
は
ロ
よ
り
薯
じ
、
ト
は
ハ
よ
り
蒋
じ
て
出
品
た
事
は
明
か
で
あ
る
。
ホ
も
ロ
バ
ニ
の
ざ

　
　
（
　
（
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
蓬
＼
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
（
　
（
　
（

れ
か
か
ら
派
出
し
π
も
の
で
あ
ら
う
。

　
叉
も
し
モ
ノ
ノ
フ
の
語
が
古
代
に
於
て
武
士
の
語
に
あ
た
り
、
武
士
こ
い
ふ
一
定
の
階
級
、
團
膿

も
し
く
ば
職
業
が
古
代
に
め
っ
た
ご
す
れ
は
、
古
典
に
武
士
ε
い
ふ
語
が
多
く
用
ひ
ら
れ
、
そ
れ
に

モ
ノ
ノ
フ
ご
訓
が
附
け
ら
れ
だ
筈
で
あ
る
。
然
る
に
武
士
ε
い
ふ
語
の
用
例
の
少
い
事
は
前
述

の
涌
…
で
あ
り
、
萬
葉
で
は
唯
一
回
用
ひ
ら
れ
て
る
る
Q
萬
葉
は
歌
で
あ
っ
て
か
ワ
五
七
の
句
調
上
、

當
然
訓
護
す
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
何
ご
讃
む
べ
き
か
、
導
者
の
説
が
吋
致
し
な
い
。
　
か
つ
モ
ノ
ノ
ブ

が
武
士
の
意
な
ら
萬
葉
に
二
十
も
用
ひ
ら
れ
た
モ
ノ
ノ
フ
の
語
に
責
め
て
単
数
ぐ
ら
ゐ
は
武
士
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の
字
を
當
て
る
べ
き
に
、
當
て
、
み
な
い
の
は
、
其
時
は
武
士
ざ
い
ふ
概
念
も
固
定
せ
す
、
且
つ
こ
れ

を
モ
ノ
ノ
ブ
ビ
呼
ば
な
か
つ
だ
爲
で
あ
る
。
「

　
抑
も
我
が
國
古
代
に
は
朝
臣
は
文
武
二
途
に
分
れ
て
み
た
の
で
は
な
い
。
奈
良
時
代
の
漢
文

の
古
典
に
文
武
官
ご
か
文
武
百
官
な
ご
の
語
が
屡
≧
用
ひ
ら
れ
て
る
る
が
、
そ
れ
は
支
那
の
影
響

で
あ
る
Q
、
故
に
、
制
度
の
上
に
既
に
支
那
の
影
響
を
受
け
て
文
武
別
れ
て
み
た
奈
良
時
代
に
於
て

も
、
純
國
文
の
宣
命
な
ご
に
は
官
吏
を
文
武
に
分
つ
こ
ε
は
無
か
っ
た
。
恐
ら
く
モ
ノ
ノ
フ
は
賀

茂
眞
淵
そ
の
他
の
多
く
の
國
痴
者
が
聲
を
同
じ
う
し
て
説
い
た
如
く
、
朝
臣
全
部
を
指
し
た
も
の

で
あ
ら
う
。
　
モ
ノ
ノ
フ
の
語
源
は
頗
る
解
し
難
く
、
本
居
宣
長
な
ざ
も
匙
を
投
げ
て
み
る
が
、
荒
木

田
久
徳
は
モ
ノ
は
此
の
物
、
彼
の
物
な
ご
ご
、
指
定
す
る
意
、
フ
は
群
の
意
昧
だ
ご
言
っ
て
み
る
。
か

く
モ
ノ
ノ
フ
の
概
念
は
廣
汎
な
も
の
で
あ
る
故
、
格
段
な
毛
無
や
傳
説
等
を
列
ね
た
古
血
ハ
に
は
用

ひ
ら
れ
る
機
會
が
殆
ご
無
か
っ
た
の
で
、
今
揖
、
残
っ
て
み
る
古
典
の
中
か
ら
使
用
例
を
必
見
す
る

こ
ε
が
少
い
の
で
あ
ら
う
．

　
ご
こ
ろ
が
古
代
人
は
武
勇
を
黒
ん
だ
か
ら
、
武
勇
に
勝
れ
だ
朝
臣
は
モ
ノ
ノ
ブ
中
の
モ
ノ
ノ
フ

ご
思
は
れ
た
爲
、
モ
ノ
ノ
ブ
の
元
來
の
意
味
が
轄
じ
て
武
人
を
モ
ノ
ノ
フ
ご
言
ふ
や
う
に
．
な
っ
た

の
で
あ
ら
う
。
但
し
物
部
氏
が
モ
ノ
ノ
，
べ
を
率
み
て
、
モ
ノ
ノ
ペ
氏
ご
点
す
る
や
う
に
な
っ
た
の

　
　
　
　
武
士
遺
の
趨
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
｝
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は
、
武
勇
に
勝
れ
て
ゐ
π
爲
で
あ
っ
た
か
、
或
は
他
の
理
由
か
ら
超
つ
た
事
か
不
明
で
あ
る
。

　
し
か
し
此
れ
等
の
解
官
も
果
し
て
正
當
な
の
か
、
こ
う
か
、
確
々
な
信
用
は
置
け
な
い
。
古
事
記
．

萬
葉
集
を
，
通
じ
て
、
常
に
モ
／
ノ
フ
ノ
ご
枕
詞
又
．
は
そ
れ
に
近
く
用
ひ
ら
れ
、
猫
題
し
て
主
語
や
客

語
に
用
ひ
ら
れ
な
い
事
な
ざ
か
ら
見
て
、
本
來
の
意
思
は
奈
良
時
代
に
は
殆
ご
忘
れ
ら
れ
て
み
た

ら
し
く
も
思
は
れ
る
。
從
っ
て
本
宮
の
翼
意
は
も
っ
と
他
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ご
に
か

く
古
典
で
は
武
士
の
意
味
に
用
ひ
た
と
い
ふ
確
謹
は
な
い
。

　
モ
ノ
ノ
フ
ご
似
た
喘
息
薩
叩
に
解
一
斗
さ
れ
る
紐
脚
に
マ
ス
ラ
ヲ
ご
い
ふ
語
が
あ
る
O
　
モ
ノ
ノ
フ
に
比

し
て
古
代
に
も
用
例
は
多
い
が
、
多
く
は
丈
夫
ご
書
い
て
あ
る
。
　
か
く
和
訓
に
饗
す
る
漢
字
の
定

っ
て
み
る
の
は
、
そ
の
當
時
マ
ス
ラ
ヲ
の
意
味
が
固
定
し
て
み
た
爲
で
あ
る
。
し
か
し
其
れ
は
日

本
書
紀
神
代
懇
上
に
男
子
ご
書
い
て
マ
ス
ラ
ヲ
ご
訓
じ
て
あ
る
如
く
、
マ
ス
ラ
ヲ
は
女
子
（
タ
フ
ヤ

メ
）
に
属
し
只
男
子
を
意
味
す
る
。
天
命
勝
寳
年
間
の
佛
足
石
の
歌
に
騨
迦
如
來
を
マ
ス
ラ
ヲ
（
麻

垂
卓
立
）
ε
繋
し
て
み
る
如
く
、
徳
を
讃
め
て
言
ふ
こ
ε
も
あ
る
が
、
武
勇
な
入
を
意
味
す
る
事
は
な

い
。
す
つ
ご
後
、
李
安
中
期
の
和
名
抄
で
も
唯
男
子
の
意
昧
に
解
寵
し
て
あ
る
。
　
マ
ス
ラ
ヲ
を
武

人
の
如
く
誤
解
す
る
の
は
、
萬
葉
集
に
往
々
盆
荒
男
と
萬
葉
叢
名
で
書
い
て
あ
る
の
を
語
源
を
表



す
も
の
、
如
く
見
た
＼
め
で
あ
る
が
、
荒
は
唯
う
の
假
名
に
使
つ
だ
の
で
あ
っ
て
、
荒
ご
い
ふ
漢
字

の
本
義
に
用
ひ
た
の
で
は
な
い
。
か
弱
き
女
子
に
聾
し
て
言
ふ
語
で
あ
る
か
ら
、
幾
分
勇
健
な
意

味
も
あ
る
が
、
古
血
ハ
の
中
に
用
ひ
ら
れ
て
る
る
マ
ス
ラ
ヲ
は
多
く
は
唯
男
子
の
意
に
用
ひ
、
勇
牡
な

意
味
を
含
め
て
解
す
べ
き
用
例
は
極
め
て
少
い
。
特
に
耳
蝉
な
人
を
意
織
す
る
時
は
マ
ス
ラ
タ

ケ
ヲ
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
マ
ス
ラ
ヲ
の
滋
ご
い
ふ
思
想
が
あ
っ
た
如
く
考
へ
て
古
代
武
士

滋
の
存
在
し
だ
事
を
謹
明
せ
ん
ご
す
る
一
部
學
者
の
説
は
全
く
誤
解
で
あ
る
。
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天
武
天
皇
十
三
年
閏
四
月
の
詔
に

　
　
凡
政
導
者
軍
事
也
。
是
以
交
武
官
諸
人
、
務
習
一
用
兵
及
乗
罵
魂
則
馬
兵
並
當
レ
身
装
束
之
物
、
務
具
儲

　
．
足
。
其
有
レ
馬
事
爲
昌
騎
士
「
無
レ
馬
者
翁
一
歩
多
福
並
當
島
試
練
h
以
勿
レ
障
於
聚
會
幻
云
々

ε
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
大
化
改
新
以
後
、
支
那
の
文
化
の
盛
ん
に
轍
入
さ
れ
泥
時
代
で
も
文
武
官
ひ

ビ
し
く
武
を
講
癒
し
め
た
の
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
物
部
、
大
俘
氏
が
武
臣
で
、
中
臣
、
薗
部
、
蘇
我
の

諸
氏
が
交
臣
で
あ
っ
た
ご
言
は
れ
る
が
、
こ
れ
は
多
少
の
根
擦
は
有
る
に
し
て
も
、
ま
つ
事
實
で
は

な
い
。
重
臣
氏
の
後
な
る
藤
原
氏
が
朝
政
を
專
ら
に
し
π
か
ら
、
李
安
時
代
の
朝
臣
は
文
溺
に
流

れ
た
こ
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
藤
原
氏
が
奈
良
時
代
に
春
日
に
拗
請
し
た
春
日
四
座
の
中
に
武
憩
た

　
　
　
　
武
士
滋
の
遇
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
哲
學
研
究
第
百
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

鑓　
る
鹿
島
、
香
取
の
二
丁
あ
り
、
し
か
も
藤
原
氏
は
四
紳
の
中
鹿
島
の
紳
を
第
…
位
、
香
取
の
脚
を
第
二

　
位
に
営
ん
だ
こ
ご
か
ら
見
て
、
藤
原
氏
は
元
來
武
を
も
爾
ん
だ
こ
言
っ
て
も
誤
で
は
無
か
ら
う
。

　
蘇
我
氏
で
も
文
の
み
で
な
く
、
日
本
書
紀
に
は
蘇
我
馬
子
を
詳
し
て
糖
蜜
武
略
忌
記
し
て
み
る
程

　
で
あ
っ
て
、
屡
麦
戦
役
に
從
っ
て
み
る
。
逆
に
物
部
氏
も
文
政
に
從
ひ
、
石
上
氏
の
如
く
多
く
の
文
，

　
學
者
を
田
す
分
家
（
小
氏
）
を
分
つ
た
。

　
　
上
古
に
ば
武
勇
の
家
笏
ご
い
ふ
も
の
は
無
か
っ
た
。
上
古
は
着
々
に
よ
っ
て
職
業
を
分
っ
て
、

　
避
々
相
つ
い
だ
こ
言
は
れ
て
る
る
が
、
こ
の
職
業
を
分
つ
こ
い
ふ
こ
ξ
は
、
今
日
の
分
業
組
織
ε
は

　
全
く
違
ふ
。
當
時
の
氏
に
共
通
の
租
先
を
も
つ
血
族
團
腱
で
あ
る
ご
共
に
、
同
一
の
氏
は
地
方
的

　
に
「
の
部
落
を
つ
く
っ
て
み
た
。
交
蓮
の
不
便
な
、
欲
望
の
少
い
、
實
物
交
換
の
行
は
れ
て
る
た
、
更

　
に
産
業
の
進
ま
な
い
、
入
口
の
稀
薄
な
時
代
で
あ
る
か
ら
．
各
氏
こ
ご
に
自
給
自
足
の
里
雪
生
活
を

　
し
て
み
た
の
で
あ
っ
て
、
氏
ご
ご
に
農
耕
、
狩
猿
、
漁
獲
、
機
織
、
木
工
、
製
酒
、
等
生
活
に
必
要
な
生
産
は
ほ

　
や
｝
切
行
っ
て
み
た
。
尤
も
金
石
類
の
産
出
は
特
殊
の
地
に
限
ら
れ
て
み
お
か
ら
、
玉
造
り
や
、
製

　
陶
．
製
鐵
な
ご
は
特
殊
の
氏
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
新
ら
．
し
く
外
國
か
ら
輸
入
し
た
精
工
品
の
製
造
、

　
例
へ
ば
鏡
作
り
ゃ
、
上
等
な
絹
織
の
如
き
特
殊
技
能
の
習
練
を
必
要
こ
す
る
職
も
或
氏
に
限
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
は
た

　
た
こ
ε
は
や
、
ひ
を
え
な
い
学
事
に
本
つ
く
。
華
氏
は
秦
の
始
皇
帝
の
子
孫
ご
馳
せ
む
れ
、
朝
鮮
を
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纒
て
蹄
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
養
辮
贔
絹
織
等
に
巧
で
あ
っ
た
が
、
曾
て
有
力
な
氏
ご
も
が
秦
氏
か
ら

絹
布
を
買
取
る
の
を
好
ま
す
、
胤
違
に
も
秦
氏
の
部
民
を
分
ち
奪
っ
て
、
誌
面
の
部
民
こ
し
、
自
己
の

部
落
内
で
絹
を
織
ら
せ
よ
う
ご
し
、
爲
に
秦
氏
は
頗
る
衰
へ
た
こ
ご
が
あ
っ
た
。
只
彼
ら
が
朝
廷

に
仕
へ
て
司
ご
つ
た
政
務
や
、
朝
廷
に
入
用
な
調
度
の
製
造
を
累
々
の
長
所
に
從
っ
て
、
此
世
し
た

に
す
ぎ
ぬ
。
　
臨
時
の
心
素
は
武
器
が
軍
属
で
あ
わ
、
戦
術
も
進
ん
で
み
な
い
か
ら
、
ご
の
氏
で
も
必

要
に
迫
ら
れ
た
ら
、
部
民
に
弓
矢
や
矛
を
持
た
せ
て
戦
孚
を
し
た
。
李
素
か
ら
武
藝
を
特
別
に
習

練
し
て
お
一
必
要
も
な
い
。
食
物
を
鳥
獣
か
ら
多
一
取
っ
た
故
、
山
や
野
に
常
に
狩
を
し
た
爲
に

薗
ら
武
勇
が
養
は
れ
、
又
蝦
夷
や
熊
襲
な
ざ
の
異
民
族
ε
の
戦
が
多
か
っ
た
爲
に
上
代
人
は
肖
ら

武
勇
に
長
じ
る
や
う
に
な
っ
た
。
績
日
本
紀
三
十
に
「
東
人
は
常
に
云
は
く
、
額
に
は
箭
は
立
つ
ご

も
背
は
箭
は
立
た
じ
ご
云
」
ふ
（
榊
護
景
雲
三
年
宣
命
）
ご
記
さ
れ
泥
如
く
、
他
の
地
方
に
比
し
て
勇
敢
で
あ
っ
な

の
も
、
他
の
地
方
は
異
民
族
ε
の
孚
が
絶
え
て
李
稔
に
な
っ
た
後
に
、
永
く
東
國
で
は
蝦
夷
こ
の
戦
，

が
繕
え
す
、
卒
安
初
期
ま
で
蝦
夷
征
伐
が
惑
い
た
事
が
彼
れ
等
の
強
勇
で
あ
っ
た
原
因
の
一
つ
で

あ
る
。
所
謂
、
兵
農
の
分
れ
ざ
る
時
代
で
、
李
素
は
漁
猟
富
盛
に
從
ひ
、
事
あ
れ
ば
男
子
は
皆
へ
時
ビ
し

て
は
女
子
も
）
戦
場
へ
避
け
て
行
っ
た
。
か
、
る
上
代
で
は
恐
ら
く
す
べ
て
の
者
が
武
勇
に
す
ぐ

れ
、
文
武
二
途
に
分
れ
な
か
っ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
さ
う
し
て
古
典
に
屡
≧
見
え
る
ッ
ハ
モ
λ

　
　
　
　
武
士
道
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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暫
學
研
究
　
　
策
断
　
一
　
撒
携
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
点
ハ

（
兵
）
ビ
か
イ
ク
サ
（
軍
）
ビ
か
い
ふ
姻
語
．
及
び
こ
れ
に
當
る
語
語
は
か
》
る
意
味
の
兵
卒
で
あ
っ
て
、
す

つ
ビ
上
代
で
は
、
特
に
徴
募
し
て
一
定
期
間
調
練
演
武
し
た
り
す
る
事
も
勿
論
無
か
っ
た
で
あ
ら

う
Q
弓
矢
さ
へ
持
て
ば
國
民
二
三
が
忽
ち
に
兵
卒
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
以
下
次
號
大
正
十
黒
年
七
月
）


