
武
士
道
の
趨
源
及
び
特
質
（
四
）

第
十
節
　
僑
兵
に
武
士
道
な
き
こ
ご

高
　
橋
　
　
俊
　
乗

　
武
士
階
級
の
間
に
習
俗
的
に
獲
達
し
て
來
た
武
士
滋
の
全
盛
期
に
於
け
る
武
士
道
の
特
質
、
内

容
は
ほ
い
上
蓮
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
＼
る
武
士
道
が
武
を
以
て
立
．
つ
階
級
全
部
に

存
し
π
も
の
で
は
な
い
。
武
士
滋
は
「
武
勇
の
輩
」
の
中
で
、
特
に
武
士
道
の
蚕
生
し
、
登
達
す
る
の
に

都
合
よ
き
者
の
問
に
の
み
登
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
信
兵
も
武
士
ざ
同
じ
く
武
勇
を
爾
ぷ
階
級

で
あ
る
が
、
こ
、
で
は
武
士
這
、
も
し
く
は
、
類
似
の
滋
が
襲
蓬
し
な
か
っ
た
。
ま
た
武
士
の
間
で
も

恩
威
並
び
行
は
れ
る
名
將
の
下
で
な
け
れ
ば
武
士
萢
が
十
分
野
二
巴
を
こ
げ
な
か
っ
た
。

　
　
儒
兵
こ
い
ふ
語
は
い
つ
始
つ
た
か
、
知
ら
な
い
が
、
そ
の
事
實
は
武
士
の
登
生
し
た
頃
或
は
そ
れ

　
よ
り
少
し
早
く
始
つ
た
も
の
で
あ
る
。
僑
兵
は
普
遜
に
思
入
的
に
は
悪
僧
、
團
禮
的
に
は
大
衆
、
衆

泌
　
徒
ご
言
ひ
、
文
何
々
寺
の
兵
士
、
軍
職
ハ
悪
徒
な
ざ
、
も
呼
ば
れ
て
ゐ
”
○
。
　
勢
家
要
記
に
よ
る
ご
、
天
台

工　
　
　
　
　
　
武
士
遺
の
超
源
及
び
静
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
｝
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二

座
主
良
源
が
、
今
は
季
燈
澆
薄
の
時
で
、
泌
人
が
佛
法
を
輕
ん
す
る
か
ら
、
兵
力
を
借
b
な
け
れ
ば
、
寺

院
の
威
勢
を
張
る
こ
ε
が
出
血
な
い
ご
言
っ
て
，
続
演
を
集
め
て
、
武
技
を
講
ぜ
し
め
、
號
し
て
衆
徒

ご
名
づ
け
た
ご
あ
る
。
良
心
が
天
台
座
主
に
な
っ
た
の
は
康
保
元
年
（
一
六
二
四
年
）
で
あ
っ
て
ぞ
の
後

在
職
二
十
年
の
長
き
に
及
ん
で
み
る
。
恐
ら
く
此
の
言
は
逆
馬
在
任
中
の
言
で
あ
ら
う
ご
思
は

れ
る
か
ら
、
彼
が
信
兵
を
創
め
て
概
い
た
の
は
一
六
三
〇
年
前
後
の
こ
ビ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼

は
悪
僑
を
作
っ
た
の
で
な
く
、
悪
儒
を
集
め
た
“
け
で
あ
る
か
．
ら
、
彼
が
比
叡
山
に
衆
徒
を
置
い
た

以
前
に
櫓
兵
の
起
源
が
あ
る
は
す
で
あ
る
Q

延
暦
＋
四
年
（
一
五
七
四
年
）
三
善
清
行
の
上
っ
た
封
事
中
に
は

　
　
伏
し
て
以
れ
ば
諸
寺
の
年
分
及
び
臨
時
得
度
の
者
、
一
年
門
内
、
或
は
】
＝
こ
百
人
に
及
べ
り
。

　
　
就
中
年
分
以
上
は
皆
詣
れ
邪
濫
の
輩
な
り
。
又
諸
國
の
百
姓
、
課
役
を
逃
れ
、
租
調
を
蓬
る
、

　
　
者
、
私
に
自
ら
髪
を
落
し
、
興
り
に
法
服
を
着
く
Q
此
の
如
き
の
輩
積
年
漸
く
多
く
、
天
下
の
人

　
　
民
の
翌
翌
の
二
は
皆
搾
れ
禿
首
の
者
な
h
・
。
此
れ
皆
家
に
妻
子
を
蓄
へ
、
口
に
腿
腰
を
隣
ふ
。

　
　
形
は
沙
門
に
似
て
、
心
は
屠
発
の
如
し
。
況
や
其
の
尤
も
甚
し
き
者
は
聚
り
て
群
盗
ε
な
り
、

　
　
霧
に
銭
貨
を
錆
て
．
天
刑
を
畏
れ
す
、
佛
律
を
顧
み
す
、
も
し
國
司
法
に
よ
う
て
…
勘
糺
す
れ
ば
、
霧

　
　
合
雲
集
し
競
う
て
暴
逆
を
爲
す
。
　
云
々
。
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ご
あ
っ
て
、
悪
儒
の
弊
害
を
陳
述
し
、
そ
れ
を
点
し
く
禁
解
す
べ
き
こ
ご
を
述
べ
て
み
る
。
し
か
し

鎭
厘
さ
れ
る
ざ
こ
ろ
か
盆
よ
累
加
し
た
。
そ
の
一
部
の
者
が
大
寺
院
に
入
っ
て
、
憺
兵
の
起
源
を

な
し
た
者
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
僧
兵
の
や
、
勢
力
を
得
て
、
気
上
に
名
を
黒
し
た
の
が
、
良
源

の
時
代
で
あ
っ
た
。
天
元
四
年
（
一
六
四
一
年
）
朝
廷
で
除
慶
を
法
性
寺
の
座
主
に
任
命
す
る
筈
に
決
し

た
ご
こ
ろ
が
、
延
暦
寺
に
み
る
思
置
門
流
の
儒
侶
が
此
の
事
を
聞
い
て
喜
ば
す
、
「
法
性
寺
は
太
政
大

臣
貞
信
公
が
建
立
し
て
慈
畳
大
師
門
入
を
座
主
に
補
任
し
て
よ
り
他
門
を
交
へ
な
で
の
に
、
今
突

然
．
智
謹
大
師
多
食
慶
を
座
主
に
任
す
る
の
は
甚
だ
不
出
で
あ
る
。
」
ご
言
っ
て
、
僧
綱
、
阿
閣
梨
等
甘

二
人
が
從
僧
百
六
十
人
を
引
率
し
て
閣
撃
墜
忠
に
訴
へ
て
出
た
。
強
訴
に
及
び
、
か
つ
禮
を
失
ふ

や
う
な
事
が
あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
は
大
い
に
逆
鱗
あ
ら
せ
ら
れ
、
朝
廷
は
僑
綱
等
の
鼠
講
を
停
め
た
。

つ
い
で
，
永
柞
元
年
（
哺
六
四
九
年
）
徐
慶
を
天
台
座
主
に
任
じ
た
時
も
慈
畳
円
舞
の
者
が
智
謹
門
徒
は
講

堂
を
開
く
資
格
が
な
い
ご
訴
へ
π
が
、
朝
廷
は
任
命
を
撤
回
す
る
こ
ご
な
く
、
少
納
言
源
能
遠
を
し

て
座
主
任
命
の
宣
命
使
ε
し
て
登
山
せ
し
め
た
ら
，
山
中
の
法
師
数
百
人
が
之
を
妨
げ
、
宣
命
を
奪

う
て
追
返
し
た
Q
朝
議
は
そ
の
罪
を
定
め
文
を
作
っ
て
、
衆
徒
暴
戻
の
歌
を
慈
畳
大
師
の
墓
に
告

げ
し
め
た
が
、
そ
の
中
に
「
獅
子
身
中
の
轟
」
こ
い
ふ
語
が
あ
っ
た
、

武
士
道
の
超
源
及
び
特
質

八
三
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聯
島
拳
研
究
　
　
棚
〃
｝
臼
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
八
四

　
武
士
が
悪
徒
、
無
頼
漢
よ
り
獲
達
し
た
る
如
く
、
僧
兵
も
同
志
の
超
源
を
持
っ
て
る
る
。
共
に
李

安
初
期
、
中
期
の
地
方
の
無
警
察
，
無
秩
序
よ
う
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
甲
兵
も
城
郭
を
構
へ
、
武

技
を
練
り
武
勇
を
み
が
く
。
さ
う
し
て
陰
野
が
寺
院
の
私
利
を
計
る
こ
ご
は
武
士
が
そ
の
集
團

の
利
を
計
る
の
こ
よ
一
似
て
み
る
。
保
元
二
年
（
一
八
…
ヒ
済
♂
左
）
の
勅
に
よ
れ
ば
そ
の
中
に
次
の
や
う
に

刷
止
し
て
み
る
。

　
　
一
癒
三
同
國
司
停
謡
止
諸
寺
諸
出
悪
書
濫
行
一
事

　
　
　
興
輻
寺
　
延
暦
寺
　
園
城
寺
　
熊
野
　
金
鷺
山

　
　
右
悪
筆
凶
暴
，
解
発
惟
重
。
而
三
寺
野
山
夏
子
彼
岸
衆
、
先
達
寄
入
興
、
或
號
二
儒
供
新
h
加
　
増
幾
古

　
　
（
灘
の
）
劉
或
興
奮
頭
書
掠
…
取
公
私
物
鱒
若
レ
斯
之
三
野
鍋
墨
レ
徒
。
國
之
損
害
基
於
此
鴻
云
々
（
禰
雛
遜
）
，

億
ご
俗
こ
の
根
本
的
差
異
の
外
に
は
僧
兵
ご
初
期
の
武
士
ご
は
殆
ご
差
が
な
い
や
う
で
あ
「
る
。

し
ひ
て
差
を
言
へ
ば
甲
兵
は
大
寺
院
に
集
っ
て
み
る
か
ら
、
そ
の
宗
敷
酌
勢
力
を
利
用
し
て
、
朝
廷

に
強
訴
し
、
大
牢
は
そ
の
目
酌
を
達
し
う
る
ほ
ご
の
威
勢
を
早
く
か
ら
持
っ
て
る
た
こ
ご
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
僧
兵
登
生
後
百
年
以
上
も
立
っ
て
前
群
、
後
三
年
の
役
ご
ろ
に
な
る
ご
武
士
は
武
士

滋
の
登
生
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
が
次
策
に
秩
序
を
生
じ
、
有
力
な
武
將
に
從
ふ
武
士
の
問
に
は
規



　
　
律
が
正
し
く
な
っ
て
來
た
。
い
つ
ま
で
も
暴
徒
無
頼
漢
の
鳥
合
の
衆
で
は
な
か
っ
た
u
し
か
る

　
　
に
延
暦
・
園
城
・
興
編
寺
等
諸
大
寺
の
大
衆
は
こ
の
間
に
帝
徳
紛
に
殆
ご
蓬
歩
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　
　
長
暦
三
年
（
｝
六
九
九
年
）
叡
山
の
衆
徒
が
大
暴
入
京
し
て
、
半
白
頼
蓮
の
邸
に
強
訴
し
て
か
ら
、
南
都
北
嶺

　
　
の
大
衆
が
入
京
し
て
強
訴
す
る
こ
ご
が
頻
々
ご
し
て
絶
え
ず
、
又
延
暦
寺
ご
園
城
寺
．
興
薦
寺
ご
延

　
　
暦
寺
の
間
な
ご
に
は
戦
孚
が
屡
，
開
か
れ
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
深
い
麗
贈
も
な
く
し
て
、
妄
り
に

　
　
兵
を
動
か
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
叫
例
を
あ
げ
る
ご
、
白
河
天
皇
の
永
保
一
7
6
年
（
一
七
四
一
年
）
正
月

　
　
大
津
の
下
入
が
日
吉
聯
就
の
祭
に
働
に
行
つ
淀
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
折
，
何
か
の
理
由
で
日
吉
の

　
僧
が
大
津
の
下
人
を
辱
め
た
。
目
吉
を
支
配
し
て
み
る
延
暦
寺
へ
訴
へ
て
も
取
上
げ
な
か
つ
元

　
　
の
で
、
下
人
等
は
三
井
寺
へ
訴
へ
た
Q
　
三
井
寺
は
言
前
か
ら
の
悶
着
が
あ
る
か
ら
下
人
の
訴
を
取

　
上
げ
て
、
復
讐
の
機
會
を
待
っ
て
る
た
、
途
に
四
月
に
な
っ
て
日
吉
騨
就
の
祭
に
あ
た
り
、
朝
廷
か

　
ら
祭
使
が
立
つ
ビ
三
井
寺
の
大
衆
数
百
名
が
滋
に
要
し
て
祭
使
を
留
め
て
し
ま
っ
た
。
延
暦
寺

　
　
の
大
衆
は
大
い
に
腹
を
立
て
、
数
千
の
軍
兵
を
具
し
て
三
井
寺
に
向
ひ
、
三
井
寺
の
大
衆
ご
謝
陣
し

　
た
。
　
こ
の
時
は
勢
力
が
互
角
で
あ
っ
た
か
ら
大
戦
に
な
ら
ぬ
中
に
山
の
大
衆
は
引
上
げ
た
が
、
六

　
月
に
な
っ
て
重
ね
て
三
井
の
大
衆
が
祭
使
を
止
め
た
の
で
、
朝
廷
は
追
捕
の
宣
旨
を
下
し
て
、
不
心

螂
得
の
者
を
捕
へ
さ
せ
た
。
二
、
れ
で
武
藝
に
蓬
し
た
者
は
皆
山
野
に
隠
れ
て
し
・
ま
っ
た
に
乗
じ
叡

－　
　
　
　
　
　
武
士
W
氾
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
五
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岬
八
山
ハ

山
の
僑
徒
数
千
入
が
三
井
寺
を
攻
め
て
、
寺
塔
塾
風
を
焼
亡
し
た
。
火
災
に
か
、
つ
淀
御
願
寺
が

十
五
所
、
堂
院
七
十
九
慮
、
塔
三
基
、
鐘
楼
六
所
、
経
藏
十
五
所
、
愛
冠
四
所
、
櫓
房
六
百
廿
一
所
、
舎
宅
一
千

四
百
九
十
二
宇
に
及
ん
だ
さ
う
で
あ
る
。
九
月
三
井
の
大
衆
車
三
百
人
ほ
こ
が
夜
鳥
に
叡
山
に

登
っ
て
攻
め
た
が
、
＝
畢
も
な
す
な
く
し
て
多
く
殺
さ
れ
た
ρ
。
朝
廷
は
槍
非
違
使
並
に
前
下
野
守

源
義
母
を
園
城
寺
に
遣
し
て
夜
討
に
登
っ
た
者
を
逮
捕
さ
せ
た
◎
そ
の
後
へ
、
山
法
師
は
再
び
三

弁
を
攻
め
て
重
ね
て
残
っ
て
み
る
堂
舎
僑
房
を
焼
亡
し
た
。
こ
の
二
回
で
園
城
寺
は
殆
ざ
焼
野

こ
な
）
、
経
懇
も
二
萬
三
千
四
百
恕
ほ
こ
あ
っ
だ
の
が
火
を
免
れ
淀
の
は
僅
に
三
百
憲
の
み
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
財
物
珍
寳
は
山
法
師
に
奪
は
れ
、
船
ざ
馬
ビ
で
運
び
去
ら
れ
た
。
船
は

十
三
隻
、
積
み
に
積
ん
で
沈
む
を
度
こ
な
し
、
馬
は
六
十
匹
、
倒
れ
る
ば
か
）
に
積
み
乗
せ
た
。
そ
の

貧
怨
暴
戻
、
利
を
嗜
ん
で
恥
を
知
ら
ざ
る
こ
ご
、
殆
ご
盗
賊
に
も
越
え
て
み
た
。

　
か
、
る
例
は
珍
し
い
こ
ε
で
は
な
く
、
何
回
か
あ
っ
た
Q
し
か
も
朝
廷
は
断
乎
だ
る
慮
分
を
下

さ
な
か
つ
淀
か
ら
、
彼
等
信
兵
の
暴
戻
は
い
よ
く
烈
し
く
な
っ
た
。
白
河
法
皇
が
、
「
加
茂
川
ノ
水
、

…
隻
六
ノ
股
サ
ナ
、
山
法
師
Q
是
ゾ
挨
が
心
二
幅
ハ
ヌ
者
3
（
源
亭
盛
嚢
二
四
）
ご
柳
せ
ら
れ
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
ご

で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
暴
戻
た
る
や
、
た
や
織
暴
好
悪
な
の
で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
位
次
の
上
下
や
利
盆
の
損



　
得
を
孚
う
た
も
の
で
あ
る
。
　
殆
ご
私
懲
の
爲
の
み
の
戦
で
あ
っ
て
、
國
家
々
會
の
爲
に
戦
っ
た
こ

　
　
ご
は
稀
で
あ
っ
た
。
強
敵
に
は
逸
早
く
逃
れ
、
溺
き
者
に
は
暴
威
を
振
ふ
も
の
で
あ
っ
た
。
　
た
こ

　
　
ひ
強
勇
で
あ
っ
て
も
享
徳
的
な
黙
は
少
な
か
っ
た
。
永
久
元
年
（
　
権
）
朝
廷
は
趨
勢
を
清
水
寺

　
　
の
別
事
に
し
た
り
主
水
寺
は
興
福
寺
の
別
院
で
あ
る
の
に
、
圓
勢
は
天
台
の
僧
で
あ
っ
た
か
ら
、
興

　
編
寺
の
大
衆
、
春
日
の
帥
人
五
千
入
ほ
こ
が
入
京
し
て
圓
勢
を
改
め
補
す
る
や
う
に
訴
へ
た
。
こ

　
れ
は
尤
な
願
で
あ
る
か
ら
自
河
法
皇
は
圓
勢
を
や
め
さ
せ
て
僧
都
永
緑
を
別
立
に
せ
ら
れ
た
Q

　
　
こ
の
入
京
の
時
、
興
霜
寺
の
大
衆
は
延
暦
寺
の
暴
慢
紙
園
の
冠
入
を
陵
漏
し
た
。
　
こ
れ
が
動
機
ご

　
な
っ
て
、
延
暦
寺
の
僑
兵
は
興
薦
寺
の
強
訴
の
許
容
さ
れ
た
腹
い
せ
に
、
大
楽
し
て
清
水
寺
を
攻
め
、

　
之
を
破
却
し
が
っ
祇
園
の
紳
輿
を
奉
じ
て
、
院
に
詣
り
、
参
議
寺
が
祇
園
の
馬
入
を
辱
め
π
罰
ご
し

　
て
、
興
編
寺
の
縦
逸
を
流
罪
に
威
せ
ん
事
を
奏
請
し
た
。
　
一
磨
は
勅
使
を
叡
山
に
遣
し
て
諭
さ
し

　
め
、
武
士
を
し
て
強
訴
を
防
が
し
め
た
が
、
無
敷
で
あ
っ
た
か
ら
叡
山
の
願
ひ
通
り
に
實
畳
を
流
す

　
こ
ご
に
朝
議
が
決
し
元
◎
さ
う
な
る
ε
興
福
寺
は
承
知
し
な
い
。
實
畳
を
免
じ
て
天
台
座
主
仁

　
激
越
を
流
さ
ん
こ
ご
を
講
う
た
。
朝
廷
は
す
べ
き
方
策
を
知
ら
す
、
僅
に
伊
勢
ε
石
清
水
に
所
つ

　
て
飢
を
白
め
ん
ご
し
、
勅
使
を
二
寺
に
遣
し
て
和
解
さ
せ
よ
う
ご
試
み
た
が
、
駄
自
で
あ
っ
た
Q
　
爾

脚
　
大
寺
の
兵
は
大
優
し
て
戦
は
う
ご
し
た
の
で
朝
廷
は
武
士
を
や
っ
て
防
が
せ
た
。
奈
良
か
ら
は

1　
　
　
　
　
武
士
彊
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
ハ
七
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脚
東
大
妻
あ
他
七
大
寺
が
興
奪
に
謬
し
藪
萬
人
の
大
衆
を
催
し
て
上
洛
し
た
の
筆
正
盛

　
及
び
子
忠
盛
は
宇
治
に
、
源
爲
義
は
栗
緬
山
に
防
い
だ
。
そ
の
時
爲
義
は
年
十
入
歳
で
あ
っ
た
が
，

　
僅
か
十
七
騎
の
兵
で
藪
萬
の
大
衆
を
追
返
し
た
と
徳
へ
ら
れ
て
る
る
（
謙
『
物
）
、

　
か
、
る
實
例
を
多
く
集
め
て
春
曇
し
て
み
る
ご
、
農
兵
の
閥
に
は
、
武
士
の
問
に
見
る
如
き
武
士

滋
の
底
心
を
見
る
こ
ビ
な
く
、
い
つ
ま
で
立
っ
て
も
規
律
な
き
烏
合
の
衆
で
あ
っ
た
こ
思
は
れ
る
。

だ
か
ら
武
士
滋
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
た
規
律
正
し
き
武
士
ご
戦
ふ
や
、
偲
兵
は
数
に
斯
て
可
な
り

多
く
こ
も
、
多
く
の
場
合
に
於
て
勝
つ
こ
ご
は
出
摩
な
か
っ
た
Q
鎌
倉
幕
府
は
佛
を
崇
め
、
そ
の
敷

を
篤
く
信
じ
た
け
れ
こ
も
、
そ
の
武
力
で
僑
兵
を
姦
し
、
殊
に
承
久
の
瓢
以
後
食
し
く
溢
し
た
の
で
、

心
癖
の
強
訴
も
急
な
き
に
．
於
て
は
許
容
さ
れ
す
，
量
器
そ
の
者
も
鷺
へ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
し
か
ら
ば
何
故
に
武
士
ご
信
じ
武
勇
の
輩
た
る
儒
兵
に
武
士
滋
が
蓮
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら

う
か
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
灘
歯
を
説
く
こ
ご
が
露
來
る
Q
第
一
は
源
氏
、
李
氏
の
名
鵠
の
如
き
、
有

力
な
る
統
牽
者
の
な
い
こ
ビ
で
あ
る
G
第
二
は
二
尊
の
關
係
が
確
立
で
な
い
こ
ご
で
あ
る
．
第

三
は
僑
兵
の
職
が
世
襲
で
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
條
件
は
既
に
第
六
節
以
來
繰
返
し
た



　
如
く
武
士
の
間
に
武
士
滋
の
鵡
つ
た
荻
本
確
立
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
信
心
に
は
、
そ
の
身
勢
が

　
ら
ご
し
て
、
ざ
う
し
て
も
こ
の
三
條
の
一
つ
さ
へ
存
し
え
な
い
。
從
っ
て
儒
兵
の
閥
に
は
武
士
滋

　
は
勿
論
、
そ
れ
に
近
き
も
の
さ
へ
獲
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
第
一
に
僑
田
丘
ハ
に
点
偲
力
な
指
揮
者
が
な
い
。
　
も
こ
よ
）
僧
総
ぐ
も
瀬
田
鰹
を
組
織
す
る
時
に
、
指
揮
者

　
が
必
ず
墨
便
る
に
蓮
ひ
な
い
が
、
大
寺
の
座
主
ご
か
塾
図
ど
か
長
者
ご
か
、
或
は
胴
當
ご
か
い
ぶ
類

　
の
入
は
擢
勢
は
す
ぐ
れ
て
み
て
も
武
事
に
う
ε
い
か
ら
．
實
際
に
櫓
兵
を
指
揮
す
る
者
は
比
較
的

　
に
低
い
身
舜
の
者
で
あ
る
Q
（
元
弘
の
…
胤
に
謎
良
魏
王
が
天
台
座
主
こ
な
っ
て
兵
を
指
揮
さ
れ
た

　
や
う
な
事
も
あ
る
が
，
こ
の
頃
は
俗
兵
も
王
事
に
奔
走
し
て
、
軍
に
暴
戻
無
燈
で
も
な
か
っ
た
や
う

　
で
あ
る
か
ら
、
例
外
で
あ
る
。
〕
　
從
っ
て
指
揮
者
の
灌
威
少
く
、
團
騰
の
続
一
が
こ
れ
す
、
そ
の
團
騰
的

　
行
動
が
前
後
矛
盾
し
た
b
し
て
．
方
針
が
常
に
鋤
溢
し
て
一
貫
ぜ
す
が
つ
團
膿
の
登
達
、
改
良
、
善
淳

　
な
ご
を
意
識
的
に
企
て
批
り
實
溢
し
た
り
す
る
こ
ご
が
少
い
。

　
　
第
二
に
愈
々
は
必
ず
し
も
一
生
一
寺
に
住
ん
で
滋
を
求
め
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
寺

　
か
ら
寺
へ
縛
住
す
る
こ
ご
が
．
多
い
。
從
っ
て
そ
の
團
再
誕
が
…
崩
く
、
指
揮
看
ご
部
下
こ
の
主
從
閣

　
係
が
緊
密
で
な
く
、
熊
鷹
閥
の
情
愛
も
耕
密
で
な
い
か
ら
、
部
下
は
指
揮
者
に
劉
し
て
命
を
捧
げ
て

謝
服
從
す
る
こ
芝
も
艶
艶
池
は
麺
ら
な
い
。
武
士
間
の
忠
は
主
ε
ξ
、
報
恩
に
本
づ
一
の
で
あ
．
。
が
、

1　
　
　
　
　
武
士
道
の
趨
源
及
び
勝
質
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
九
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僧
兵
の
間
で
は
圭
玉
詞
係
が
醜
い
か
ら
恩
誼
に
戚
じ
て
．
恩
に
報
じ
よ
う
ε
努
め
る
こ
ε
も
少
い
。

　
も
し
こ
の
二
つ
さ
へ
昇
れ
ば
、
武
士
滋
の
如
き
、
報
恩
を
中
一
5
こ
し
た
熱
烈
な
る
規
律
的
行
爲
が

登
生
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
上
に
主
從
關
係
が
世
襲
的
に
な
れ
ば
武
士
道
の
登
生
及
び
襲
逡
に

一
層
好
都
含
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
爾
更
僧
兵
問
に
望
め
な
い
。

　
大
し
て
武
力
の
な
い
團
騰
で
も
、
強
勇
を
誇
る
者
の
間
に
は
此
れ
ら
の
條
件
さ
へ
そ
ろ
へ
ば
、
武

士
遣
に
似
だ
風
習
は
生
じ
う
乃
も
の
で
あ
る
．
江
戸
時
代
の
食
客
ε
子
分
ご
の
關
係
の
如
き
、
そ

の
…
例
で
あ
る
。
子
分
は
親
分
の
恩
愛
に
蔵
じ
て
、
親
分
の
爲
な
ら
水
火
の
中
へ
で
も
飛
び
込
み

か
ね
な
い
ほ
ご
に
、
子
分
は
報
恩
．
の
心
を
持
っ
て
る
た
。

　
武
士
ご
同
じ
や
う
に
、
武
勇
を
構
び
、
雷
鳴
士
こ
か
軍
兵
こ
か
呼
ば
れ
淀
面
食
に
武
士
道
又
は
そ
れ

に
類
似
し
だ
も
の
～
無
か
つ
元
こ
ε
は
武
士
遁
が
上
代
に
な
く
、
李
安
中
期
に
登
生
し
た
こ
ε
の

円
の
幕
明
に
な
る
。
　
從
來
信
せ
ら
れ
た
如
く
、
武
士
遣
が
上
代
に
存
し
、
そ
れ
が
雫
安
朝
に
な
っ
て

京
都
で
は
衰
へ
、
地
方
に
痩
参
、
武
士
の
遇
っ
た
時
に
復
活
し
て
隆
盛
に
な
っ
た
も
の
こ
す
れ
ば
、
武

士
瀧
は
何
故
に
武
士
の
み
に
答
え
、
僧
兵
に
存
し
な
か
っ
た
か
。
武
士
ざ
憎
兵
こ
の
登
生
の
事
情



　
　
相
似
て
み
る
上
に
、
最
初
は
信
兵
が
、
朝
野
の
奪
崇
あ
つ
き
大
寺
に
住
ん
だ
、
め
俗
の
武
士
よ
り
も

　
　
早
く
勢
力
を
逞
し
う
す
る
こ
ビ
が
出
來
π
ご
思
は
れ
る
。
し
か
る
に
僧
兵
の
聞
に
遣
徳
化
運
動

　
　
が
鵡
ら
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
解
す
べ
き
か
。
上
代
に
あ
り
ご
信
せ
ら
れ
る
武
士
道
が
復
興
し

　
た
の
な
ら
、
等
し
く
い
つ
れ
に
も
復
興
し
た
筈
で
あ
る
。
も
こ
よ
り
上
代
に
は
武
入
の
特
殊
階
級

　
　
が
な
い
か
ら
，
李
安
中
期
に
獲
生
し
た
武
士
が
、
上
代
の
武
士
道
維
持
者
ご
格
別
な
傳
統
關
係
を
持

　
　
つ
も
の
で
は
な
い
。
儒
兵
は
都
に
住
み
，
武
士
は
田
舎
に
住
ん
で
み
た
か
ら
、
地
方
に
淺
つ
た
武
士

　
滋
が
地
方
に
居
る
武
士
の
間
に
復
活
さ
れ
た
ご
考
へ
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
僑
兵
は
地

　
方
に
も
多
く
居
っ
た
。
熊
野
、
金
縛
山
β
夕
月
峯
、
自
由
市
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
伯
誉
の
大
山
、
出
朋
の

　
三
子
も
大
衆
の
著
名
な
も
の
》
例
9
に
あ
げ
る
こ
ご
が
出
写
る
。
武
士
で
都
に
住
ん
で
居
た
も
の

　
　
、
聞
に
も
多
く
の
武
士
滋
的
な
實
例
を
残
し
て
み
る
か
ら
、
都
ご
地
方
こ
の
別
で
は
、
右
の
疑
問
を

　
解
決
し
去
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。

　
　
僧
兵
に
な
く
、
武
士
に
建
つ
だ
こ
ご
の
確
露
な
る
説
明
は
恐
ら
く
、
僧
ご
俗
ご
の
身
分
が
ら
に
解

　
決
の
緒
を
求
め
る
の
外
は
あ
る
ま
い
。
こ
、
に
解
決
の
緒
を
求
め
る
限
り
、
前
記
の
三
條
件
の
有

　
無
に
よ
っ
て
武
士
道
の
存
在
ご
然
ら
ざ
る
場
合
ご
・
を
海
髪
す
る
外
に
説
明
の
下
し
や
う
が
な
い

観
　
で
あ
ら
う
。

1　
　
　
　
　
’
斌
士
遣
の
趙
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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も
し
果
し
て
斯
く
説
明
す
べ
き
も
の
こ
す
れ
ば
、
武
士
滋
は
か
、
る
群
雲
の
存
す
る
場
合
に
の

み
復
活
し
π
こ
ご
、
或
は
榮
え
だ
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
上
代
に
武
士
道
が
存
在
し
た
ε
信
ず

る
人
は
上
代
に
も
武
士
遣
が
登
生
し
が
つ
少
く
こ
も
後
代
永
く
傳
は
り
う
る
ほ
ざ
の
カ
を
備
へ
，

る
だ
け
の
暢
達
を
な
し
え
た
僚
件
こ
し
て
、
武
人
階
級
の
存
在
し
た
こ
ご
、
、
そ
の
主
從
閥
係
の
固

定
し
た
こ
ご
、
並
び
に
有
力
な
る
統
率
者
が
出
て
、
忠
義
や
武
勇
を
蜀
ま
し
た
こ
ご
を
示
す
責
任
が

あ
る
。
し
か
し
根
本
帥
に
上
代
に
は
武
を
專
ら
こ
し
た
階
級
が
存
在
し
な
い
こ
し
て
見
れ
ば
、
上

代
に
お
け
る
武
士
…
追
の
笹
生
條
件
や
野
生
状
態
を
説
く
こ
ご
は
璽
難
の
事
で
あ
る
。
爾
こ
の
事

に
つ
い
て
は
次
節
の
絡
に
細
説
し
た
い
ご
愚
ふ
。

第
十
一
節
　
大
牢
氏
の
氏
族
離
精
紳
に
含
ま
る
、
忠
ご
武
士
滋
の
忠
こ
の
比
較

　
聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
奈
良
の
大
佛
を
奉
造
せ
ら
れ
た
蒔
、
佛
像
に
塗
装
す
べ
き
黄
金
が
不

足
し
た
の
で
困
っ
た
が
芙
李
下
寳
元
年
（
一
四
〇
九
年
）
に
陸
奥
よ
り
黄
金
を
狡
越
し
て
献
上
し
た
・
め

黄
金
を
大
佛
に
塗
装
、
す
る
こ
ご
も
無
事
行
は
れ
た
。
天
皇
は
い
た
く
喜
び
ま
し
く
こ
れ
は
全

く
佛
の
慈
恵
で
あ
る
こ
し
て
東
大
寺
に
幸
し
、
佛
の
功
徳
を
讃
歎
せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
の
宣
命
の

中
に
は
、
前
に
一
度
引
用
し
た
如
く
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
　
　
み
か
ひ

　
　
　
大
耳
、
佐
伯
の
宿
禰
は
常
も
云
は
く
、
天
皇
が
朝
守
り
仕
へ
奉
る
事
顧
み
な
き
入
こ
も
に
あ
れ

　
　
　
　
い
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
お
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ゲ
み
　
　
へ

　
　
　
ば
，
汝
た
ち
の
租
ご
も
の
云
ひ
け
ら
く
、
乱
行
か
ば
美
豆
く
屍
、
山
行
か
ば
草
む
す
屍
、
王
の
邊
に

　
　
　
こ
そ
死
な
め
、
の
江
に
は
死
な
じ
ビ
云
ひ
く
る
入
こ
も
ビ
な
も
聞
し
め
す
。
云
々
。
（
績
紀
巻
＋
七
）

　
ε
あ
り
、
そ
の
頃
越
中
守
で
あ
っ
た
専
管
家
持
が
金
の
出
た
こ
ご
を
賀
し
て
長
歌
並
に
短
歌
を
つ

　
く
っ
た
中
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
め
　
の
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ

　
　
　
大
風
の
　
遠
つ
紳
租
の
　
そ
の
名
を
ぱ
　
大
寒
目
主
ご
　
お
ひ
持
ち
て
　
仕
へ
し
官
　
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
ぎ
が
　
　
　
　
へ

　
　
　
行
か
ば
　
美
都
く
屍
　
山
行
か
ば
　
草
む
す
屍
　
大
腰
の
　
邊
に
こ
そ
死
な
め
　
顧
み
は
・

　
　
　
　
　
　
　
こ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ら
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
つ
あ

　
　
　
せ
じ
ε
　
異
立
て
、
　
丈
夫
の
　
清
き
そ
の
名
を
　
古
よ
　
今
の
現
に
　
流
さ
へ
る
　
租

　
　
　
の
子
供
ぞ
云
々
。
（
萬
葉
集
滲
十
入
）

　
ご
同
様
の
言
が
載
せ
ら
れ
て
み
る
。
　
こ
の
長
歌
に
先
の
宣
命
か
ら
多
く
の
詞
を
借
り
て
み
る
こ

　
ご
は
鹿
持
雅
澄
の
説
い
て
み
る
通
り
で
あ
ら
う
が
（
簾
蝶
V
右
の
「
海
行
か
ば
あ
語
は
大
俘
氏
の
傳

　
承
的
モ
ソ
レ
ー
で
　
あ
っ
た
と
見
て
間
違
が
あ
る
ま
い
Q

　
　
か
、
る
熟
烈
な
る
忠
勇
の
精
紳
は
萬
葉
集
の
中
に
多
く
歌
は
れ
て
る
る
。
萬
葉
集
に
は
大
俘

　
氏
一
族
の
歌
を
多
く
探
録
し
て
あ
る
爲
で
も
あ
ら
う
が
、
熟
烈
な
る
忠
勇
の
精
帥
は
多
く
大
件
民

鵬
　
の
入
の
作
に
見
ら
れ
る
様
で
あ
．
o
。
天
聯
立
蟹
八
歳
出
雲
守
大
伴
古
習
悲
が
淡
海
三
船
の
離
に

1
　
　
　
　
　
武
士
蓮
の
起
源
及
び
狩
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
三
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四

よ
つ
て
解
任
さ
れ
た
時
（
但
し
績
紀
に
よ
る
ビ
、
古
慈
悲
も
三
船
も
ひ
ご
し
く
朝
廷
を
誹
濁
す
る
罪

に
坐
し
て
衛
府
に
聴
せ
ら
れ
た
ビ
あ
る
）
、
家
持
が
｝
族
に
喩
し
た
長
歌
並
に
短
歌
の
中
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
へ

　
　
霜
の
御
代
面
々
　
懸
さ
は
澱
　
赤
き
心
を
　
皇
邊
に
　
極
め
つ
く
し
て
　
仕
へ
來
る
　
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み

　
　
の
官
ご
　
異
立
て
、
　
授
け
給
へ
る
　
生
の
子
の
　
い
や
縫
々
に
　
見
る
入
の
　
語
り
綴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
カ
ら

　
　
ぎ
で
て
　
聞
く
人
の
　
鑑
に
せ
ん
を
　
惜
し
き
　
清
き
そ
の
名
ぞ
　
お
ほ
ろ
か
に
　
心
思

　
　
　
　
　
む
な
ユ
ぜ

　
　
ひ
て
　
虚
言
も
　
憩
の
名
絶
つ
な
云
々
。
（
萬
葉
集
二
＋
の
下
）

ご
蓮
べ
て
あ
る
。
　
か
》
る
大
縞
氏
の
氏
族
的
精
密
の
中
に
含
ま
る
、
忠
勇
の
2
5
は
（
並
に
こ
れ
に

似
た
る
古
代
人
の
忠
勇
思
想
も
併
せ
て
）
屡
，
武
士
這
の
恵
勇
ε
混
じ
ら
れ
や
す
い
が
，
我
々
は
こ
の

爾
者
に
は
ざ
う
し
て
も
混
一
す
べ
か
ら
ざ
る
匿
別
が
あ
る
こ
ご
を
信
じ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
太
古
か
ら
我
が
國
で
は
天
皇
を
瀞
ご
仰
い
で
み
た
。
古
典
に
見
え
る
如
く
「
憩
さ
び
せ
す
し
ご
か

「
紳
な
が
ら
も
思
ほ
し
め
す
」
な
ざ
の
語
で
天
皇
自
ら
も
仰
せ
ら
れ
、
臣
下
が
天
皇
の
御
行
爲
を
申
し

上
げ
る
こ
ビ
も
あ
っ
た
。
駄
漸
落
な
が
ら
柿
本
人
麻
呂
は
持
統
天
皇
が
雷
の
岳
に
行
幸
せ
ら
れ

た
時

　
　
大
君
は
紳
に
し
ま
せ
ば
三
雲
の
雷
の
上
に
慮
せ
す
か
も
。
（
萬
二
三
）



　
　
ご
詠
じ
奉
っ
た
。
推
古
天
皇
の
入
年
に
新
羅
・
任
那
二
二
の
王
が
上
つ
下
表
中
に

　
　
　
　
天
上
に
紳
あ
り
、
地
に
天
皇
あ
り
、
是
の
二
神
を
除
い
て
は
、
何
ぞ
亦
畏
き
も
の
有
ら
ん
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
認
二
十
二
）

　
　
ご
あ
っ
て
、
外
邦
の
入
さ
へ
、
天
皇
を
神
ご
仰
ぐ
べ
き
こ
ε
を
知
っ
て
み
た
。
紳
は
蓮
常
の
場
合
に

　
　
は
身
を
隠
し
て
姿
を
現
は
さ
な
い
が
、
時
ご
し
て
姿
を
入
の
形
に
現
は
す
こ
ご
が
あ
る
。
　
こ
れ
を

　
あ
ら
ひ
ミ
び
み

　
現
入
神
こ
い
ふ
。
天
皇
は
常
に
現
人
瀞
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
雄
牛
天
皇
が
葛
城
山
に
狩
せ
ら
れ

　
　
た
時
に
山
上
に
遭
は
れ
た
。
天
皇
が
そ
の
紳
の
名
を
干
れ
る
ご
、
紳
は
蓮
に

　
　
　
「
現
入
帥
ぞ
、
先
づ
王
の
御
名
を
名
乗
れ
。
　
然
る
皿
後
に
言
は
ん
。
」
（
書
紀
十
四
）

　
　
ご
答
へ
た
の
は
現
人
紳
ご
使
っ
た
一
例
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
か
ら
類
推
し
う
る
如
く
天
皇
に
秘
し
奉
る
忠
は
宗
激
的
な
露
依
の
情
に
近
い
も
の
、
信

　
仰
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
忠
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
代
償
を
求
め
よ
う
こ
す
る
の
で
は
な
い
。
交

　
換
的
な
も
の
で
な
い
。
絶
欝
的
に
華
燭
す
る
の
で
あ
る
。
忠
は
日
本
平
民
こ
し
て
當
然
の
道
な

　
の
で
、
恩
を
受
け
た
か
ら
、
報
謝
の
爲
に
忠
を
す
る
ご
か
、
忠
を
つ
く
し
て
名
唐
事
盤
を
得
よ
う
こ
か

　
す
る
の
で
は
な
い
。
も
こ
よ
り
實
際
に
嘗
っ
て
は
忠
を
干
し
た
後
に
朝
廷
よ
り
恩
賞
を
賜
る
の

聯
霊
・
蓮
で
あ
り
、
又
特
に
恩
寵
を
蒙
っ
た
者
が
特
に
忠
を
つ
塗
す
事
は
あ
る
け
れ
こ
も
天
俘
氏
の

1　
　
　
　
　
武
士
撹
の
超
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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聯
民
族
的
精
棘
そ
の
他
に
見
え
る
古
代
人
の
忠
は
が
・
る
交
換
海
里
の
も
の
で
は
な
い
・
武

　
早
事
に
於
て
は
天
皇
に
忠
を
盤
く
す
こ
ε
少
く
、
直
接
の
主
人
に
忠
を
つ
く
す
。
主
人
が
天
皇
に

　
背
き
奉
る
疇
は
主
入
の
爲
に
働
い
て
天
皇
に
弓
を
引
き
隔
る
や
う
に
な
る
。
し
か
も
日
本
人
ご

　
し
て
天
皇
の
曾
嚴
を
必
ず
し
も
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
知
っ
て
み
て
も
、
直
接
恩
愛
を
受
け
て

　
み
る
四
人
へ
の
義
理
を
重
ん
じ
て
こ
の
方
へ
忠
を
つ
く
す
。
そ
の
忠
は
報
恩
の
爲
で
あ
る
か
ら

　
交
換
的
代
償
的
な
も
の
で
あ
る
。
又
忠
を
つ
く
し
た
後
の
恩
賞
を
望
ん
で
み
る
。
も
し
賞
が
貰

　
　
へ
な
い
時
は
圭
を
す
て
、
他
に
新
し
い
主
を
求
め
る
こ
ご
は
珍
し
く
な
い
。
天
皇
に
甥
す
る
忠

　
は
榊
ご
入
ご
の
響
胴
で
あ
る
が
武
士
遣
の
場
含
は
入
ご
入
こ
の
關
係
で
あ
る
。
赦
に
臣
下
に
よ

　
し
不
忠
な
8
5
が
な
く
て
も
、
主
家
が
自
べ
ば
、
主
從
の
關
係
が
絶
え
る
。
主
家
が
白
べ
ば
や
む
を
え
．

　
す
他
に
主
取
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
鎗
。
忠
臣
は
こ
震
に
仕
へ
す
ε
は
言
へ
、
そ
れ
は
絶
甥
に
守
ら

　
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
ま
し
て
町
勢
に
つ
漸
利
に
走
る
武
士
で
あ
れ
ば
（
そ
れ
は
武
士
の
中
に
少

　
な
く
な
か
っ
た
）
衰
へ
た
る
主
家
を
捨
て
、
、
熱
ガ
カ
あ
る
主
家
に
忠
を
署
す
こ
ご
は
離
℃
あ
る
こ
ご
で
、

　
「
昔
は
昔
，
今
は
今
・
（
響
蜜
、
櫨
）
ビ
い
ふ
槻
念
で
、
利
盤
の
あ
る
や
う
に
忠
を
つ
一
す
。
天
皇
に
醤
し
奉

　
　
る
忠
は
か
く
墾
働
を
許
さ
な
い
。
天
皇
に
背
い
て
煩
く
べ
き
縮
…
も
、
行
く
べ
き
道
も
な
い
。
忠
臣

　
　
ご
い
ふ
程
で
な
く
て
も
、
日
本
入
は
二
君
に
仕
へ
る
わ
け
に
行
か
ぬ
。
普
天
の
下
、
拳
土
の
濱
、
地
ご



し
て
王
土
に
あ
ら
ざ
る
な
く
、
入
こ
し
て
王
臣
に
あ
ら
ざ
る
な
し
ご
い
ふ
思
想
も
、
天
壌
無
窮
の
皇

室
を
い
た
い
く
我
が
國
に
お
い
て
、
天
皇
に
翻
し
奉
る
時
の
み
極
め
て
眞
理
だ
る
を
威
す
る
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ご
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
け

　
　
も
の
の
ふ
の
臣
の
舷
士
は
大
潜
の
任
の
ま
に
一
聞
く
こ
い
ふ
も
の
ぞ
。
（
萬
葉
三
）

こ
い
ふ
歌
も
絶
謝
服
從
の
意
を
述
べ
た
↓
例
で
あ
る
。

　
　
大
俘
氏
な
ざ
が
古
典
に
残
し
だ
忠
勇
の
観
念
は
永
く
後
世
に
傳
ρ
て
属
本
人
の
國
民
的
精
騨

　
こ
し
て
そ
の
光
を
輝
か
し
、
今
日
爾
我
々
の
國
民
事
徳
の
中
軸
こ
な
っ
て
み
る
σ
時
に
よ
）
多
少

　
の
攣
遷
は
あ
っ
た
が
、
永
く
血
綿
こ
し
て
絶
へ
す
、
萬
世
一
系
の
皇
蓮
を
扶
翼
し
て
來
た
。
大
俘
氏

　
ら
の
忠
は
國
民
道
穗
こ
し
て
の
忠
の
．
古
い
形
ご
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
省
、
こ
の
大
膳
氏
の
忠
が
國
民
道
徳
ご
し
て
後
世
に
残
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
世
に
武
士
道
が

　
登
達
す
る
時
に
、
武
士
滋
の
忠
の
登
蓮
に
全
然
無
賃
係
で
あ
っ
た
か
、
或
は
武
士
遁
の
忠
の
登
達
を

　
助
け
た
り
、
武
士
遣
の
忠
の
要
素
の
一
部
こ
な
っ
た
事
は
な
か
ら
う
か
ご
云
ふ
問
題
が
蓮
る
。
　
も

　
し
後
者
の
や
う
な
事
實
が
あ
る
こ
す
れ
ば
．
大
鑑
氏
等
古
代
人
の
忠
勇
が
武
士
滋
の
超
源
で
あ
る

　
ご
言
っ
て
も
差
支
が
な
い
で
は
な
い
か
ご
、
い
ふ
反
駁
が
超
る
か
も
知
れ
な
い
。
恐
ら
く
事
實
ビ

断
　
し
て
は
武
士
池
の
狡
蓬
の
際
に
大
俘
民
等
の
忠
義
の
精
紳
が
武
士
遣
の
忠
義
の
登
達
を
助
け
、
又

－　
　
　
　
　
　
弐
士
誼
の
趨
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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は
そ
の
忠
義
の
要
素
ビ
な
っ
た
こ
ご
は
、
明
瞭
に
指
摘
し
う
る
程
，
著
し
く
は
無
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

ご
い
ふ
の
は
、
武
士
が
野
州
の
恩
愛
に
戚
じ
て
、
そ
の
報
恩
の
た
め
に
忠
を
つ
く
さ
う
ご
す
る
や
う

に
な
る
の
は
、
人
間
自
然
の
本
性
で
あ
ら
う
か
ら
、
何
も
わ
ざ
一
武
士
が
右
代
に
先
例
を
求
め
て
。

そ
れ
に
倣
っ
た
ビ
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
な
い
。
そ
の
上
に
詩
思
中
期
以
後
武
士
の
生
活
を

記
し
π
諸
種
の
古
書
中
に
大
群
氏
等
の
忠
勇
を
武
士
の
忠
勇
の
先
例
，
先
躍
ご
し
て
引
用
し
て
み

る
事
は
殆
ご
無
い
や
う
に
思
ふ
。
（
こ
れ
に
就
い
て
は
心
安
中
期
以
後
鎌
倉
時
代
も
そ
の
後
も
、
非

常
に
先
例
、
典
赦
を
奪
ん
だ
事
を
併
せ
考
へ
て
見
る
ご
、
當
時
の
人
々
に
し
て
武
士
滋
の
先
躍
が
奈

良
時
代
の
大
照
氏
の
忠
勇
の
精
神
な
ご
に
存
し
て
ゐ
π
こ
ビ
を
知
っ
て
み
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
軍

記
物
や
雑
庚
類
の
中
に
書
か
な
い
筈
が
な
い
ご
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
）
　
こ
れ
ら
の
理
由
は
潰
極

的
理
由
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に
大
群
民
の
忠
勇
ご
武
士
道
の
忠
勇
ご
に
歴
史
的
連
鎖
が
無
い
ご
断

定
す
る
の
に
は
カ
が
溺
い
Q
尤
も
同
じ
日
本
人
の
行
爲
で
あ
る
か
ら
、
全
然
無
關
係
で
も
な
か
ら

う
が
、
さ
り
と
て
歴
史
的
の
因
果
的
連
鎖
が
あ
っ
た
定
實
労
す
る
材
料
も
あ
る
ま
い
。
私
は
關
係

は
あ
る
ご
し
て
も
微
小
な
も
の
だ
ご
思
っ
て
み
る
。
よ
し
叉
、
比
較
的
深
い
關
係
が
あ
る
ご
し
て

も
、
そ
の
忠
は
そ
れ
ぐ
非
常
に
蓮
つ
た
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
入
は
下
等
動
物
か
ら
進

化
し
た
か
ら
、
人
ご
下
等
動
物
ご
は
類
緑
が
あ
る
け
れ
こ
も
特
殊
の
研
究
以
外
は
、
あ
ら
ゆ
る
學
問



上
、
動
物
ε
人
と
は
全
く
匿
別
さ
れ
て
る
る
。
大
工
氏
等
の
忠
ご
武
士
滋
の
忠
ご
の
問
に
も
質
的

に
全
く
違
っ
た
差
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從
っ
て
大
短
期
等
古
代
人
の
熟
烈
な
る
忠
ビ
武

士
滋
の
忠
ε
は
歴
史
的
事
々
よ
り
見
て
何
等
同
系
統
の
も
の
で
は
な
い
Q
各
’
々
別
種
の
獲
蓬
を

途
げ
た
も
の
で
あ
る
。
國
民
遽
徳
の
主
徳
も
忠
で
あ
り
、
武
士
滋
の
圭
徳
も
同
じ
く
忠
で
あ
る
か

ら
、
主
徳
に
し
て
か
く
異
種
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
武
士
道
の
登
達
の
歴
史
は
、
大
俘
氏
等
の
氏
族
蘭

精
帥
並
に
こ
れ
に
似
た
る
古
代
入
の
忠
の
精
騨
に
蓮
源
を
持
っ
て
る
る
も
の
で
は
な
い
ε
考
へ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
最
後
に
辮
じ
て
お
き
た
い
事
は
、
私
は
前
か
ら
反
復
し
て
古
代
人
の
間
に
武
士
道
の
起
源
が
存

　
在
し
な
い
ε
言
っ
た
け
れ
ご
も
武
士
の
忠
を
曇
達
せ
し
め
た
報
恩
の
如
き
徳
が
古
代
に
な
か
つ

　
た
こ
言
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
古
代
人
も
誰
か
か
ら
恩
を
受
け
元
船
、
報
謝
せ
ん
ご
心
掛
け
、
又

　
そ
の
た
め
に
忠
を
盤
す
こ
冠
も
あ
ら
う
ε
思
ふ
。
こ
れ
は
必
ず
塾
風
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
〇
　
一

　
朝
事
あ
る
時
、
部
下
が
主
人
ご
な
つ
π
も
の
に
血
止
の
恩
に
報
い
ん
が
爲
に
勇
ま
し
く
戦
場
に
働

　
き
、
時
ご
し
て
命
を
す
て
、
忠
を
書
く
す
場
合
も
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。
第
四
節
に
例
こ
し
て
引

鵬
　
い
た
捕
鳥
部
萬
の
如
き
は
報
恩
の
爲
に
命
を
捨
て
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
ε
思
は
れ
る
。
し
か

1　
　
　
　
　
武
士
弛
の
起
源
及
び
特
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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哲
學
研
究
第
百
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
〇

し
武
を
專
ら
に
す
る
階
級
が
な
い
か
ら
し
て
報
恩
の
心
は
よ
し
古
言
，
し
て
み
て
も
軍
事
行
動
に

於
て
報
恩
的
行
爲
を
な
す
こ
ご
が
少
い
し
、
殊
に
李
素
か
ら
、
死
を
決
し
て
恩
に
報
い
る
ほ
ざ
の
畳

悟
を
養
っ
た
う
、
そ
れ
に
必
要
な
武
藝
を
意
識
的
に
鍛
練
し
だ
り
す
る
こ
ご
は
先
づ
有
）
え
な
い

主
從
の
愛
顧
は
古
代
だ
つ
て
も
有
る
に
違
ひ
な
い
が
、
そ
の
主
人
が
部
下
に
武
藝
を
奨
画
し
、
一
朝

事
あ
る
時
に
命
を
す
て
、
忠
節
を
樋
ま
せ
る
や
う
な
訓
練
を
軍
素
か
ら
具
案
的
に
行
ふ
こ
ε
も

殆
ご
有
り
え
な
い
。
故
に
重
富
の
恩
に
報
い
る
忠
勇
の
霊
台
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的
の
出

來
事
だ
る
仁
止
ト
．
、
又
は
少
数
の
者
の
行
止
だ
る
に
止
り
、
多
数
の
者
を
し
て
、
常
に
か
、
る
畳
悟
を

35

?
に
保
た
せ
る
や
・
ひ
な
事
は
決
し
て
超
ら
な
い
。
從
っ
て
か
、
る
報
恩
の
爲
に
命
を
捨
て
、

忠
を
つ
く
す
風
習
が
ひ
ろ
く
世
の
中
に
行
は
れ
、
か
っ
こ
の
忠
を
中
心
ご
し
た
武
勇
や
節
義
や
同

情
や
信
心
な
ざ
の
徳
が
周
群
こ
な
っ
て
｛
の
道
を
形
づ
く
り
、
そ
の
道
が
世
の
中
に
行
は
れ
る
や

う
に
な
っ
た
う
す
る
こ
ご
も
無
か
っ
だ
ε
断
定
す
る
の
は
無
理
で
は
な
い
。
ま
た
事
實
上
、
か
、

る
溢
が
あ
っ
た
ご
い
ふ
例
話
も
、
更
籍
上
書
見
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
上
代

に
武
士
滋
が
無
か
っ
た
ξ
論
断
す
る
こ
ε
・
が
出
面
る
わ
け
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
號
、
大
正
十
三
年
十
月
）


