
資
料
紹
介

﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
﹁
潜
窩
文
草
﹂
訳
注
①

︱
米
沢
藩
関
連
︱

伊
香
賀

隆

本
稿
は
︑
古
賀
穀
堂
の
著
作
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
所
収
﹁
潜
窩
文
草
﹂
の
訳
注
で
あ
る
︒

古
賀
穀
堂
︵
一
七
七
七
～
一
八
三
六
︶
は
佐
賀
藩
の
儒
学
者
で
︑
古
賀
精
里
の
長
男
と

し
て
生
ま
れ
︑
佐
賀
藩
十
代
藩
主
鍋
島
直
正
を
幼
少
期
よ
り
教
育
し
︑
直
正
の
藩
主
襲

封
後
は
︑
側
近
と
し
て
そ
の
藩
政
を
補
佐
し
た
人
物
で
あ
る
︒

そ
の
著
作
集
で
あ
る
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
は
︑
穀
堂
の
死
か
ら
ち
ょ
う
ど
八
年
後
の
天

保
十
五
年
九
月
に
︑
子
の
素
堂
︵
名
は
坤
︑
通
称
は
大
一
郎
︶
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て

い
る
︒﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
︑
前
編
が
﹁
潜
窩
文
草
﹂︵
巻
一

～
巻
五
︶
で
文
︵
書
簡
・
序
・
記
な
ど
︶︑
後
編
が
﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
﹂︵
巻
一
～
巻
三
︶

で
詩
︵
五
言
詩
・
七
言
詩
・
賦
な
ど
︶
を
収
録
す
る
︒
本
稿
は
そ
の
前
編
で
あ
る
﹁
潜

窩
文
草
﹂︵
巻
一
～
巻
五
︶
の
訳
注
で
あ
る
︒
な
お
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
の
巻
頭
に
は
古
賀

侗
庵
﹁
穀
堂
詩
文
鈔
序
﹂︵
天
保
十
五
年
八
月
︶・
野
田
希
一
﹁
序
﹂︵
天
保
十
五
年
九
月

中
旬
︶︑
目
次
の
後
に
古
賀
素
堂
﹁
識
語
﹂︵
天
保
十
三
年
九
月
︶︑﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
﹂
の

冒
頭
に
古
賀
侗
庵
﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
旧
序
﹂︵
天
保
九
年
暮
之
春
︶
を
収
め
る
︒

そ
の
素
堂
の
﹁
識
語
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
潜
窩
文
草
﹂﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
﹂
は
と
も
に
穀
堂

自
ら
が
晩
年
に
精
選
し
︑
命
名
し
て
い
た
も
の
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
書
名
は
そ
の
ま
ま
使

用
し
︑
二
冊
を
合
綴
し
て
﹁
穀
堂
遺
稿
抄
﹂
と
冠
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
穀
堂
が

晩
年
に
自
ら
整
理
し
て
い
た
と
い
う
﹁
潜
窩
文
草
﹂﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
﹂
に
つ
い
て
は
︑
例

え
ば
︑﹁
暇
あ
れ
ば
則
ち
空
斎
に
澄
坐
し
︑
簡
編
を
左
右
し
︑
旧﹅

業﹅

を﹅

整﹅

理﹅

す﹅

﹂︵
文
政

元
年
小
春
十

(１
)

月
︶︑﹁
今
茲
壬
辰
︵
天
保
三
年
︶
四
月
︑
藩
に
帰
る
︒
以
后
︑
上
局
の
外
︑

容
易
に
門
を
出
で
ず
︒
稍﹅

や﹅

旧﹅

業﹅

を﹅

整﹅

理﹅

し﹅

︑
功
を
桑
楡
︵
晩
年
︶
に
収
め
ん
こ
と
を

思
(２
)

う
﹂︑﹁
天
保
壬
辰
︵
三
年
︶
四
月
九
日
︑
帰
る
に
江
戸
よ
り
す
︒
⁝
⁝
文﹅

学﹅

の﹅

事﹅

︑

稍﹅

や﹅

整﹅

理﹅

を﹅

為﹅

し﹅

︑
乃﹅

ち﹅

四﹅

時﹅

に﹅

分﹅

け﹅

て﹅

詩﹅

文﹅

稿﹅

一﹅

冊﹅

を﹅

為﹅

す﹅

(３
)﹂

(以
上
︑
原
漢
文
︶
等

と
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
穀
堂
の
証
言
か
ら
︑
文
政
の
初
め
頃
に
は
︑
す
で
に
こ
れ
ま
で
書

き
溜
め
て
い
た
原
稿
を
整
理
し
始
め
て
お
り
︑
天
保
三
年
に
は
﹁
詩
文
稿
一
冊
﹂
と
い

う
形
が
一
応
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
穀
堂
が
亡
く
な
る
ま
で
新
た

に
文
や
詩
は
作
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
編
纂
作
業
は
さ
ら
に
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
穀
堂
自
ら
の
手
で
あ
る
程
度
ま
で
整
理
さ
れ
︑﹁
潜
窩
文
草
﹂

﹁
琴
鶴
堂
詩
鈔
﹂
と
命
名
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
穀
堂
は
天
保
七
年
九
月
に
亡

く
な
り
︑
そ
の
後
︑
子
の
素
堂
の
校
定
・
編
集
を
経
て
同
十
五
年
に
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄

と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
に
収
録
さ
れ
た
詩
文
の
草
稿
か
ら
︑
編
纂
途
中
の
も
の

と
思
わ
れ
る
文
集
︑
さ
ら
に
は
同
書
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
著
作
に
至
る
ま
で
数
多
く

現
存
し
て
お
り
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒﹁
古
賀

穀
堂
遺
稿
﹂︵
列
品
番
号
Ｂ
-二
〇
一
九
︶
と
い
う
の
が
そ
れ
で
︑
古
め
か
し
い
木
箱
に

九
十
二
点
の
原
稿
類
が
ぎ
っ
し
り
と
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
文
で
記

さ
れ
て
い

(４
)

る
︒
こ
れ
ら
の
史
料
は
︑
実
は
最
晩
年
に
帝
室
博
物
館
︵
東
京
国
立
博
物
館

の
前
身
︶
の
総
長
を
つ
と
め
た
森
鷗
外
が
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
︑
森
鷗
外
自
身
の
書

き
込
み
も
確
認
で
き

(５
)

る
︒
佐
賀
県
立
図
書
館
近
世
資
料
編
さ
ん
室
で
は
︑
平
成
二
十
四
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年
か
ら
こ
れ
ら
の
史
料
の
調
査
を
進
め
て
お
り
︑
筆
者
は
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
そ
の

解
読
作
業
を
委
託
さ
れ
︑
さ
ら
に
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
は
同
館
同
室
の
嘱
託
職
員
と

し
て
そ
の
解
読
お
よ
び
編
纂
作
業
に
本
格
的
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
成
果

が
令
和
二
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
編
︵
思
想
文
化
編
︶
第

五
巻
﹁
古
賀
穀
堂
２
﹂
で
あ
る
︒
同
書
に
は
︑
①
刊
本
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄︑
②
東
京
国
立

博
物
館
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂
九
十
二
点
か
ら
厳
選
し
た
四
十
二
点
の
史
料
︑
③
鍋
島

家
文
庫
﹃
潜
窩
詩
文
稿
︵
天
・
地
︶﹄︵
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
公
会
所
蔵
︑
佐
賀
県
立

図
書
館
寄
託
︶︑
④
﹁
穀
堂
古
賀
先
生
墓
碣
﹂
を
翻
刻
し
て
収
録
し
︑
さ
ら
に
史
料
解
読

の
成
果
と
し
て
筆
者
は
解
題
︵
第
二
部
︶
や
資
料
解
説
等
を
執
筆
担
当
し
た
の
で
あ
る

が
︑
そ
の
過
程
で
︑
収
録
し
た
漢
文
史
料
の
書
き
下
し
文
を
作
成
し
て
い
た
︒
特
に

﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
所
収
の
﹁
潜
窩
文
草
﹂
に
つ
い
て
は
詳
細
な
注
釈
と
︑
大
雑
把
で
は
あ

る
が
現
代
語
訳
も
作
成
し
て
い
た
た
め
︑
今
後
こ
れ
ら
を
整
理
・
修
正
し
て
︑
本
誌
に

お
い
て
発
表
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒﹁
潜
窩
文
草
﹂
所
収
の
全
て
の
著
作
に
︑

書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳
︑
さ
ら
に
注
釈
ま
で
付
す
と
︑
そ
の
分
量
は
厖
大
な
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
小
出
し
に
し
て
い
く
ほ
か
な
い
が
︑
今
後
の
方
針
と
し
て
は
︑

第
一
巻
か
ら
順
序
通
り
に
公
開
し
て
い
く
と
い
う
形
は
と
ら
ず
︑
テ
ー
マ
ご
と
に
分
け

て
発
表
し
て
い
き
た
い
︒
全
て
の
訳
注
を
発
表
し
終
え
た
暁
に
は
︑
第
一
巻
か
ら
順
序

通
り
に
並
び
変
え
て
一
冊
の
形
に
し
︑
な
に
が
し
か
の
形
で
公
開
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
る
︒︽

古
賀
穀
堂
と
米
沢
藩
︾

本
稿
で
は
︑﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄﹁
潜
窩
文
草
﹂
訳
注
の
第
一
弾
と
し
て
︑
米
沢
藩
関
連

の
著
作
︑﹁
奉
賀
鷹
山
公
七
十
序
﹂﹁
送
東
園
矦
序
﹂﹁
送
松
木
魯
堂
序
﹂︵
以
上
︑
巻
二

所
収
︶
を
取
り
上
げ
る
︒
穀
堂
と
米
沢
藩
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
穀
堂
は
米
沢
藩
の
第
九
代
藩
主
上
杉
鷹
山
を
史
上
ま
れ

に
み
る
理
想
的
な
君
主
と
し
て
深
く
敬
愛
し
︑
主
に
文
政
年
間
の
江
戸
滞
在
時
に
米
沢

藩
邸
の
人
々
と
積
極
的
に
交
流
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
同
時
期
に
始
ま
っ
た
儲
君
︵
の
ち

の
鍋
島
直
正
︶
の
教
育
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
︑
非
常
に
興
味
深

い
テ
ー
マ
で
も
あ
る
︒

以
下
︑
古
賀
穀
堂
と
米
沢
藩
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
︒
穀
堂
は
︑﹁
送
東
園

矦
序
﹂
の
中
で
︑
江
戸
初
期
の
名
君
と
し
て
紀
州
の
南
龍
公
︵
徳
川
頼
宜
︶︑
常
陸
の
黄

門
公
︵
水
戸
光
圀
︶︑
奥
州
の
土
津
公
︵
保
科
正
之
︶︑
備
前
の
芳
烈
公
︵
池
田
光
政
︶︑

穀
堂
と
近
い
時
代
の
名
君
と
し
て
松
平
定
信
と
上
杉
鷹
山
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
こ
の
中

で
も
上
杉
鷹
山
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
と
り
わ
け
深
い
も
の
が
あ
っ
た
︒
穀
堂
は
そ
の

中
で
︑﹁
米
沢
の
鷹
山
公
︵
上
杉
鷹
山
︶
に
つ
い
て
は
東
隅
の
一
諸
侯
で
は
あ
る
が
︑
そ

の
仁
徳
と
恵
沢
は
人
々
の
深
く
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
り
︑
藩
内
の
家
臣
で
あ
ろ
う
と
子
供

で
あ
ろ
う
と
皆
々
が
慕
っ
て
い
る
︒︵
中
略
︶
天
下
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
燦
然
と
輝
き
︑

人
々
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
称
賛
さ
れ
る
人
物
が
い
た
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
鷹
山
公
が
︑

そ
の
徳
に
よ
っ
て
人
々
を
心
酔
さ
せ
︑
何
も
言
葉
を
発
し
な
く
て
も
信
頼
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
︒
あ
あ
︑
な
ん
と
賢
明
な
る
君
主
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
称
賛
し
て
い
る
︒

他
の
史
料
に
も
︑﹁
上
杉
鷹
山
公
ハ
当
時
諸
侯
の
中
に
て
第
一
の
賢
君
と
云
ふ
へ

(６
)

し
﹂︑

﹁
上
杦
鷹
山
公
と
申
は
︑
米
沢
之
大
御
住
居
ニ

候
而

︑
当
時
無
双
之
賢
君
な

(７
)

り
﹂
と
い
っ
た

鷹
山
へ
の
最
上
級
の
賛
辞
が
み
ら
れ
︑
儒
教
に
お
け
る
理
想
的
な
聖
人
君
主
と
し
て
鷹

山
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
奉
賀
鷹
山
公
七
十
序
﹂
等
に
よ
れ
ば
穀
堂
は
︑

郷
里
佐
賀
で
過
ご
し
た
幼
少
期
か
ら
す
で
に
鷹
山
に
つ
い
て
よ
く
話
を
聞
い
て
い
た
の

で
あ
る
が
︑
そ
の
後
︑
実
際
に
鷹
山
に
接
見
す
る
機
会
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑

江
戸
に
赴
い
て
か
ら
は
米
沢
藩
邸
に
出
入
り
し
︑
鷹
山
の
事
績
に
つ
い
て
の
話
を
聞
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き
︑
ま
た
米
沢
藩
の
人
々
と
交
流
す
る
こ
と
で
︑
鷹
山
の
影
響
が
下
々
に
ま
で
深
く
及

ん
で
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
︒
な
お
︑
穀
堂
が
米
沢
藩
邸
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
︑
文
化
三
年
に
︑
昌
平
黌
の
儒
官
で
あ
っ
た
父
古
賀
精
里
が
︑
鷹
山
の
依
頼
に

よ
っ
て
世
子
斉
定
の
教
育
係
︵
御
師
範
︶
と
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
精
里
の
三
男
で
父
の
後
を
継
い
で
昌
平
黌
の
儒
官
と
な
っ
た
古
賀

侗
庵
も
米
沢
藩
邸
に
出
向
く
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
縁
で
長
男
の
穀
堂
も
講
義
を
行
っ
た

り
し
て
い
た
と
い
う
︒
ま
た
︑﹁
鷹
山
公
の
至
親
﹂
で
あ
っ
た
米
沢
新
田
藩
第
四
代
藩
主

の
上
杉
勝
義
︵
東
園
侯
︶
が
穀
堂
に
弟
子
入
り
し
︑
穀
堂
も
ま
た
勝
義
を
鷹
山
の
偉
業

を
継
ぐ
人
物
と
し
て
大
い
に
期
待
し
た
︒
二
人
は
師
弟
の
間
柄
で
は
あ
っ
た
が
︑
同
時

に
腹
を
割
っ
て
話
し
合
え
る
親
し
い
友
人
で
も
あ
っ
た
︒
本
稿
で
紹
介
す
る
﹁
送
東
園

矦
序
﹂﹁
送
松
木
魯
堂
序
﹂
は
︑
文
政
五
年
に
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
藩
す
る
こ
と
に
な
っ

た
東
園
侯
と
そ
の
家
臣
で
あ
る
松
木
魯
堂
に
︑
穀
堂
が
贈
っ
た
送
序
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
米
沢
藩
の
人
々
と
の
交
流
を
通
し
て
︑
穀
堂
は
よ
り
深
く
鷹
山
に
つ

い
て
知
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
か
つ
て
郷
里
で
聞
い
て
い
た
話
を
は
る
か
に
凌
ぐ

も
の
で
あ
り
︑
そ
の
徳
行
の
高
さ
に
は
た
だ
た
だ
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
そ
し

て
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
の
は
︑
そ
の
影
響
が
米
沢
藩
全
体
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
人
々
は
お
お
よ
そ
勤
倹
で
学
問
を
好
み
︑
鷹
山
が
施
行
し
た
政
策
を
順
守
し

て
お
り
︑
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
政
治
の
在
り
方
で
あ
ろ
う
か
と
絶
賛
し
て
い
る
︵
以
上
︑

潜
窩
文
草
巻
二
﹁
奉
賀
鷹
山
公
七
十
序
﹂﹁
送
東
園
矦
序
﹂
参
照
︶︒

さ
ら
に
穀
堂
を
感
動
さ
せ
た
の
は
︑
こ
う
し
た
偉
業
が
江
戸
な
ど
の
大
都
市
で
は
な

く
︑
羽
州
米
沢
と
い
う
﹁
東
隅
﹂
の
地
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑

肥
前
佐
賀
と
い
う
﹁
西
隅
﹂
の
地
に
い
る
穀
堂
に
と
っ
て
は
︑
格
好
の
理
想
モ
デ
ル
と

な
り
︑
ま
た
大
き
な
励
み
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
穀
堂
は
﹃
潜
窩
文
草

(８
)

壹
﹄
に
お
い

て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

夫
れ
鷹
山
公
の
賢
︑
天
下
に
知
ら
ざ
る
莫な

き
な
り
︒
燾

お
お
う

︵
穀
堂
の
名
︶︑
久
し
く

下
風
に
立
ち
︑
心
酔
し
て
之
を
景
仰
す
︒
米
沢
の
封
︑
羽
州
の
山
間
に
僻
在
し
︑

其
の
民
は
木
強
少
文
︵
純
朴
剛
強
で
無
学
︶︒
公
︑
既
に
恭
倹
の
徳
を
躬
し
︑
関
麟

の
化
を
行
い
︑
衣
食
の
源
を
開
き
︑
泮
宮
︵
学
校
︶
の
政
を
修
む
れ
ば
︑
学
に
嚮む
か

う
の
士
︑
彬
々

ひ
ん
ぴ
ん

と
︵
盛
大
に
︶
輩
出
し
︑
右
文
︵
学
問
を
尊
崇
す
る
︶
の
治
は
海

内
に
聞
こ
ゆ
︒
余
の
親

み
ず
か

ら
東
都
に
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば
︑
猶
お
十
数
人
の
ご

と
し
︒
皆
な
褎ゆ

う

然ぜ
ん

と
し
て
儒
雅
︵
儒
者
︶
の
領
袖
な
り
︒
後
進
の
者
︑
乃
ち
其
の

国
に
於
い
て
知
る
べ
し
︒
是こ

こ

に
賢
君
の
治
国
を
知
る
な
り
︒
⁝
⁝
我
が
肥
︵
肥
前

佐
賀
︶
の
若ご
と

き
も
︑
亦
た
西
陬
︵
西
の
隅
︶
に
僻
在
す
る
も
︑
崎
陽
︵
長
崎
︶
に

密
邇
︵
隣
接
︶
し
て
︑
清
蘭
︵
清
と
オ
ラ
ン
ダ
︶
の
商
い
す
る
所
に
し
て
︑
遊
惰

特
に
甚
だ
し
︒
近
歳
︵
近
年
︶
に
至
り
上
下
窮
困
し
︑
実
に
そ
の
極
に
臻い
た

る
︒
是

に
於
い
て
か
︑
鷹
山
公
其
の
人
の
若ご

と

き
も
の
有
れ
ば
︑
則
ち
遊
惰
を
化
し
て
勤
倹

を
為
し
︑
窮
困
を
変
じ
て
富
饒
を
為
さ
ん
︒
亦
た
猶
お
公
の
羽
俗
︵
羽
州
の
風
俗
︶

を
化
す
る
が
ご
と
き
な
り
︒
何
の
難
き
こ
と
か
こ
れ
有
ら
ん
︒

夫
鷹
山
公
之
賢
︑
天
下
莫
不
知
也
︒
燾
久
立
下
風
︑
心
酔
而
景
仰
之
︒
米
澤
之

封
︑
僻
在
羽
州
山
間
︑
其
民
木
強
少
文
︒
公
既
躬
恭
儉
之
徳
︑
行
関
麟
之
化
︑

開
衣
食
之
源
︑
脩
泮
宮
之
政
︑
而
嚮
学
之
士
︑
彬
々
輩
出
︑
右
文
之
治
︑
聞
于

海
内
︒
以
余
所
親
見
於
東
都
︑
猶
十
数
人
︒
皆
褎
然
儒
雅
領
袖
︒
後
進
者
︑
乃

其
於
國
可
知
矣
︒
是
知
賢
君
之
治
国
也
︒
⁝
⁝
若
我
肥
︑
亦
僻
在
西
陬
︑
密
邇

﨑
陽
︑
清
蘭
之
所
商
︑
遊
惰
特
甚
︒
而
至
於
近
歳
︑
上
下
窮
困
︑
実
臻
其
極
︒

於
是
乎
有
若
鷹
山
公
其
人
︑
則
化
遊
惰
而
為
勤
儉
︑
変
窮
困
而
為
富
饒
︒
亦
猶

公
之
化
羽
俗
也
︒
何
難
之
有
︒

こ
こ
で
穀
堂
は
︑
米
沢
と
い
う
地
は
﹁
羽
州
の
山
間
に
僻
在
﹂
し
て
い
て
︑
民
は
純
朴

剛
強
で
学
問
を
す
る
風
潮
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
︑
鷹
山
公
が
統
治
す
る
こ
と
で
︑
向
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学
の
士
が
輩
出
し
︑
そ
の
功
績
は
天
下
に
知
れ
わ
た
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
一
方
で
当

時
の
佐
賀
藩
は
長
崎
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
﹁
遊
惰
﹂
の
風
が
甚
だ
し
く
︑

さ
ら
に
最
近
は
上
下
と
も
に
困
窮
の
極
に
達
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
に

あ
る
今
こ
そ
︑
ま
さ
に
﹁
鷹
山
公
そ
の
人
の
ご
と
き
も
の
﹂
が
望
ま
れ
る
と
い
う
の
で

あ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
に
は
︑
儲
君
︵
の
ち
の
鍋
島
直
正
︶
を
鷹
山
の
よ
う
な
名
君
に
何

と
し
て
で
も
育
て
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
︑
と
い
う
穀
堂
の
強
い
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
︒

な
お
︑
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
文
政
四
年
と
思
わ
れ
る

(９
)

が
︑
穀
堂
は
江
戸
で
文

政
三
年
五
月
に
儲
君
の
侍
読
︵
教
育
係
︶
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
さ
に
そ
の
教
育
に
邁
進

し
て
い
た
時
期
で
あ
る
︒
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
︑
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
﹁
奉
賀
鷹
山
公

七
十
序
﹂
は
文
政
三
年
五
月
︑﹁
送
東
園
矦
序
﹂﹁
送
松
本
魯
堂
序
﹂
は
文
政
五
年
に
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
も
︑
穀
堂
が
上
杉
鷹
山
に
深
く
思
い
を
寄
せ
︑
米
沢

藩
の
人
々
と
交
流
し
て
い
た
時
期
と
︑
穀
堂
が
直
正
の
教
育
に
従
事
し
て
い
く
時
期
と

が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
︒
古
賀
穀
堂
が
直
正
を
教
育
す
る
に
あ
た
っ

て
︑
上
杉
鷹
山
を
模
範
と
し
て
強
く
意
識
し
︑
さ
ら
に
は
︑
米
沢
藩
に
お
け
る
鷹
山
公

の
治
政
を
も
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

(10
)

る
︒

以
下
に
︑
上
杉
鷹
山
及
び
穀
堂
と
交
流
が
あ
っ
た
米
沢
の
人
物
の
略
歴
と
︑
穀
堂
と

の
関
係
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

○
上
杉
鷹
山
︵
う
え
す
ぎ
-
よ
う
ざ
ん

一
七
五
一
～
一
八
二
二
︶

名
は
治
憲
︑
号
は
鷹
山
︒
日
向
国
高
鍋
藩
主
秋
月
種
美
の
次
男
と
し
て
江
戸
屋
敷
に

生
ま
れ
た
︒
十
歳
で
米
沢
藩
主
上
杉
重
定
の
養
嗣
子
と
な
り
︑
十
七
歳
で
第
九
代
米

沢
藩
主
と
な
る
︒
少
年
の
頃
よ
り
細
井
平
洲
に
師
事
︑
藩
校
興
譲
館
設
立
の
際
に
は

米
沢
に
招
い
て
協
力
を
仰
い
だ
︒
倹
約
を
奨
励
し
︑
農
村
復
興
・
殖
産
興
業
政
策
な

ど
に
よ
り
藩
財
政
を
改
革
︑
三
十
五
歳
で
隠
退
し
た
後
も
餐
霞
館
に
あ
っ
て
藩
政
に

影
響
を
与
え
続
け
た
︒
莅
戸
太
華
著
﹃
翹
楚
篇
﹄
は
鷹
山
の
言
行
録
で
︑
当
時
広
く

読
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
穀
堂
は
︑
鷹
山
に
直
接
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑

幼
い
頃
か
ら
鷹
山
を
深
く
慕
っ
て
お
り
︑
江
戸
で
米
沢
藩
の
人
々
と
交
流
し
た
こ
と

で
︑
よ
り
一
層
︑
そ
の
人
徳
と
偉
業
を
敬
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

○
上
杉
勝
義
︵
う
え
す
ぎ
-
か
つ
よ
し

一
七
九
二
～
一
八
五
八
︶

東
園
侯
︒
米
沢
新
田
藩
第
四
代
藩
主
︒
宗
家
の
米
沢
藩
第
八
代
藩
主
・
上
杉
重
定
の

孫
︒
字
は
叔
肥
︑
号
は
東
園
︒
文
化
十
二
年
︑
叔
父
勝
定
の
養
嗣
子
と
な
り
︑
家
督

を
相
続
し
た
︒
従
五
位
下
駿
河
守
︒
在
任
期
間
は
二
十
七
年
に
及
ぶ
︒
宗
家
米
沢
藩

第
九
代
藩
主
・
上
杉
鷹
山
が
逝
去
し
た
後
︑
そ
の
御
隠
殿
で
あ
っ
た
餐
霞
館
は
勝
義

の
邸
宅
と
な
っ
て
い
る
︒
穀
堂
と
は
勝
義
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
文
政
年
間
に
交

流
が
あ
っ
た
︒﹁
送
東
園
矦
序
﹂
は
勝
義
が
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
藩
す
る
際
に
穀
堂

が
贈
っ
た
送
序
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
勝
義
は
穀
堂
に
入
門
を
請
い
︑
教
え

を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

○
松
木
魯
堂
︵
ま
つ
き
-
ろ
ど
う

一
七
八
五
～
一
八
三
八
︶

出
羽
米
沢
の
人
︒
名
は
秀
実
・
蕭
︑
通
称
は
徳
之
助
・
彦
左
衛
門
︒
字
は
春
雍
︑
号

は
魯
堂
︒
神
保
蘭
室
に
学
び
︑
文
政
六
年
に
米
沢
新
田
藩
の
家
老
と
な
る
︒
米
沢
藩

校
興
譲
館
の
都
講
も
つ
と
め
た
︒
隠
居
後
は
赤
湯
︵
現
山
形
県
南
陽
市
︶
に
臨
雲
亭

を
建
て
︑
多
く
の
文
人
墨
客
が
集
ま
っ
た
︒
穀
堂
と
は
︑
魯
堂
が
文
政
年
間
に
東
園

侯
︵
上
杉
勝
義
：
米
沢
新
田
藩
第
四
代
藩
主
︶
に
従
っ
て
江
戸
藩
邸
に
滞
在
し
て
い

た
時
期
に
交
流
が
あ
っ
た
︒
穀
堂
に
よ
れ
ば
︑
魯
堂
は
﹁
学
を
好
み
文
を
能
く
し
︑

慨
然
と
し
て
志
を
当
世
に
有
し
﹂
て
い
た
と
い
う
︒﹁
送
松
本
︵
木
︶
魯
堂
序
﹂︵
文

政
五
年
︶
は
︑
魯
堂
が
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
藩
す
る
に
あ
た
り
穀
堂
が
贈
っ
た
送
序

で
あ
る
︒
な
お
︑
刊
本
に
は
﹁
松
本
﹂
と
記
し
て
い
る
が
﹁
松
木
﹂
が
正
し
い
︒
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○
阪
︵
坂
︶
千
丈
︵
さ
か
-
せ
ん
じ
ょ
う

一
七
九
二
～
一
八
六
〇
︶

出
羽
米
沢
の
人
︒
名
は
正
直
︑
通
称
は
貞
松
︑
字
は
千
丈
︑
号
は
積
翠
︒
江
戸
で
穀

堂
と
交
流
が
あ
り
︑
文
政
四
年
に
米
沢
に
帰
郷
︒
後
に
興
譲
館
提
学
︑
総
監
と
な
る
︒

米
沢
に
帰
郷
後
も
穀
堂
と
書
簡
の
往
復
が
あ
っ
た
︒
穀
堂
が
千
丈
に
与
え
た
書
簡
は

刊
本
﹃
穀
堂
遺
稿
抄
﹄
に
は
未
収
録
で
あ
る
が
︑
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀

堂
遺
稿
﹂
に
︑
千
丈
が
米
沢
に
帰
郷
す
る
際
に
穀
堂
が
贈
っ
た
文
章
の
一
部
︵﹃
潜
窩

文
草

壹
﹄︑
東
博
番
号
六
五
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
〇
七
頁
︶︑

漢
詩
﹁
送
阪
千
丈
帰
郷
﹂︵﹃
潜
窩
漫
製
﹄︑
東
博
番
号
七
︑
同
右
︑
五
二
五
頁
︶︑
千

丈
へ
の
返
書
﹁
答
阪
千
丈
書
﹂︵︹
文
稿
︺︑
東
博
番
号
五
十
八
︑
同
右
︑
七
六
九
頁
︶︑

ま
た
鍋
島
家
文
庫
に
﹁
答
阪
千
丈
書
﹂︵﹃
潜
窩
詩
文
稿

地
﹄︑
文
政
五
年
︑
同
右
︑

五
八
五
頁
︶
等
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

︿
註
﹀

︵
１
︶﹃
潜
心
亭
属
藁
﹄﹁
与
珮
川
書
﹂︵
東
博
番
号
一
二
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
四

六
〇
頁
︶︒
以
下
︑
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︵
列
品
番
号
Ｂ
-二
〇
一
九
︶
の

史
料
か
ら
引
用
す
る
際
は
そ
の
整
理
番
号
︵
東
博
番
号
︶
を
記
し
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八

篇
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
頁
数
も
併
記
し
て
お
く
︒

︵
２
︶﹃
蘧
栩
余
筆
﹄︵
東
博
番
号
八
六
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
七
三
七
頁
︶

︵
３
︶﹃
快
哉
室
漫
稿
﹄︵
東
博
番
号
六
三
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
七
一
九
頁
︶

︵
４
︶
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂
の
詳
細
な
目
録
は
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇

第
五
巻
の
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

︵
５
︶
森
鷗
外
は
︑
最
晩
年
に
広
島
県
福
山
市
の
儒
学
者
北
条
霞
亭
の
史
伝
を
執
筆
し
て
い
る
が
︑
そ

の
際
に
霞
亭
と
関
係
が
あ
っ
た
古
賀
穀
堂
の
存
在
を
知
り
︑
調
査
を
進
め
て
い
た
よ
う
で
あ

る
︒
鷗
外
は
︑
上
野
の
古
書
肆
文
行
堂
か
ら
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂
を
購
入
し
︑
そ
の
一
点
一
点

に
目
を
通
し
て
年
代
比
定
を
し
︑
そ
の
多
く
に
鷗
外
の
自
筆
で
年
代
・
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
田
良
島
哲
﹁
東
京
国
立
博
物
館
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂
と
森
鷗
外
﹂

︹﹃
M
U
S
E
U
M
﹄
第
六
五
〇
号
︑
二
〇
一
四
年
︺
を
参
照
︒

︵
６
︶﹃
清
風
楼
紀
聞
﹄︵
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︑
東
博
番
号
六
︑﹃
佐
賀
県
近
世

史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
四
一
頁
︶

︵
７
︶﹃
清
風
楼
紀
聞
﹄︵
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︑
東
博
番
号
九
︑﹃
佐
賀
県
近
世

史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
一
九
頁
︶

︵
８
︶
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︑
東
博
番
号
六
五
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇

第
五
巻
︑
五
〇
七
頁
︒

︵
９
︶﹃
潜
窩
文
草

壹
﹄
の
冒
頭
に
あ
る
こ
の
資
料
は
前
半
が
欠
落
し
て
い
る
が
︑
内
容
か
ら
︑
阪
千
丈

︵
号
は
積
翠
︑
の
ち
の
興
譲
館
提
学
・
総
監
︶
が
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
藩
す
る
際
に
穀
堂
が
送
っ

た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
千
丈
が
米
沢
に
帰
藩
し
た
の
は
︑
穀
堂
の
著
作
﹃
潜
窩
漫
製
﹄

︵
文
政
四
年
︶
に
﹁
送
阪
千
丈
帰
郷
﹂︵
東
博
番
号
七
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑

五
二
五
頁
︶
と
い
う
漢
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
文
政
四
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

︵
10
︶
鍋
島
家
伝
来
の
史
料
群
﹁
鍋
島
家
文
庫
﹂︵
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
公
会
所
蔵
︑
佐
賀
県
立
図
書

館
寄
託
︶
に
は
︑
米
沢
藩
の
治
政
を
記
録
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
佐
賀
藩
で
米
沢
藩
に

対
し
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
例
え
ば
︑﹃
米
沢
侯
答
津
山
侯
書
﹄
(鍋

九
九
一
-七
)︑﹃
米
沢
政
事
大
略
﹄
(鍋
九
九
一
-四
一
三
︶︑﹃
米
沢
熊
本
聞
書
﹄
(鍋
九
九
一
-一

〇
四
八
︶︑﹃
上
杉
政
事
聞
書
﹄
(鍋
九
九
一
-一
〇
七
四
︶
等
︒
な
お
︑
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い

て
の
成
立
や
流
布
に
つ
い
て
は
︑
小
関
悠
一
郎
﹃︿
明
君
﹀
の
近
世
︱
学
問
・
知
識
と
藩
政
改

革
︱
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︶
の
︹
第
二
部
︺
第
一
章
﹁
明
君
像
の
政
治
理
念
と
伝
播

の
担
い
手
︱
上
杉
治
憲
明
君
像
の
形
成
と
﹃
上
杉
家
近
来
政
事
大
略
﹄
︱
﹂︵
一
六
四
頁
～
︶︑

同
第
二
章
﹁
明
君
像
の
形
成
と
民
衆
の
政
治
意
識
︱
阿
波
国
小
松
島
浦
船
頭
専
助
と
細
川
重
賢

明
君
像
︱
﹂︵
一
九
二
頁
～
︶
等
に
詳
し
い
︒
ま
た
︑
穀
堂
自
身
は
米
沢
の
地
を
訪
れ
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
腹
心
の
一
人
で
あ
る
永
山
二
水
︵
名
は
貞
武
︑
字
は
徳
夫
︑
通
称
は

十
兵
衛
︶
は
︑
天
保
十
一
年
に
視
察
を
兼
ね
た
東
北
旅
行
に
赴
い
て
お
り
︑
そ
の
際
︑
米
沢
も

訪
れ
︑
詳
細
な
記
録
︵﹃
庚
子
游
草
﹄︑
鍋
〇
八
六
-八
︶
を
残
し
て
い
る
︒
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○
奉
賀
鷹
山
公
七
十
序
︵
﹁
潜
窩
文
草
﹂
巻
二
︶

︽
上
杉
鷹
山
七
十
の
誕
生
の
宴
に
際
し
献
上
し
た
祝
辞
︒
文
政
三
年
祀
仲
夏
︒︾

︻
原
文
︼

奉
賀
鷹
山
公
七
十
序

燾
之
髫
齔
在
郷
里
︑
則
既
熟
聞
羽
之
米
澤
矦
︒
鷹
山
公
之
賢
︑
不
啻
今
世
之
所
無
︑
而

求
之
異
代
絶
域
︑
亦
不
得
而
多
見
也
︒
因
思
︑
我
儕
小
人
安
得
一
入
其
國
︑
親
睹
其
治

國
之
績
邪
︒
既
屢
得
逢
其
藩
臣
︑
審
聞
事
蹟
而
深
歎
︒
郷
者
所
聞
之
未
足
盡
其
實
︑
而

矦
之
德
之
行
之
高
︑
則
有
夐
乎
過
之
者
矣
︒
且
燾
之
先
人
及
弟
︑
講
經
于
今
矦
之
藩
邸
︑

而
燾
亦
得
竊
接
其
緒
論
一
二
︒
窺
其
藩
風
︑
大
率
勤
儉
而
好
学
︑
遵
老
矦
畫
一
之
法
而

不
敢
變
︒
猗
嗟
︑
何
其
政
之
善
之
如
是
也
︒
燾
也
無
似
︒
嘗
不
自
量
︑
慨
然
有
志
於
當

世
︒
侍
先
人
時
︑
聞
其
論
濟
時
之
策
︒
曰
︑
方
今
有
土
之
君
︑
往
往
生
則
逸
而
不
知
稼

穡
之
囏
難
︒
侈
然
自
恣
︑
而
委
政
羣
下
︒
其
當
路
者
︑
亦
猶
之
有
土
之
君
︑
而
委
事
於

家
奴
︑
浚
膏
剥
髄
︑
以
供
無
厭
之
費
︑
帑
庾
匱
竭
︑
上
下
窘
困
︑
猶
一
丘
之
貉
︒
而
彼

其
服
官
者
︑
方
且
舞
文
弄
法
︑
陰
濟
其
惡
︑
陽
揚
其
善
︒
而
不

(１
)

知
聲
音
笑
貌
之
不
以
足

欺
人
也
︒
當
今
之
時
︑
苟
有
不
世
出
之
君
︑
改
絃
易
轍
︑
揔
攬
紀
綱
︑
菲
衣
麤
食
︑
屏

遠
聲
色
者
︑
則
天
下
之
人
︑
必
靡
然
嚮
之
︑
其
於
治
国
猶
反
手
耳
︒
燾
之
誦
斯
言
久
矣
︒

今
睹
鷹
山
公
︑
殆
先
人
之
所
謂
不
世
出
之
君
者
非
耶
︒
今
茲
文
政
三
祀
仲
夏
︑
爲
公
七

十
初
度
之
辰
︑
設
宴
於
其
藩
朝
︑
闔
国
臣
民
及
在
其
下
風
者
︑
獻
詩
若
文
若

(２
)

干
人
︒
燾

雖
外
臣
之
賤
︑
以
先
人
及
弟
之
故
︑
竊
在
下
風
︒
乃
敢
進
祝
于
公
︒
曰
︑
公
之
不
可
不

以
祝
者
三
焉
︒
公
之
視
民
猶
子
︑
民
之
視
公
猶
父
︑
含
哺
鼓
腹
︑
皆
享
其
賜
︑
無
不
欲

有
報
公
︑
一
也
︒
今
之
建
學
崇
儒
者
︑
釆
其
文
具
︑
徒
爲
觀
美
耳
︒
公
則
異
於
是
︒
其

脩
諸
己
者
︑
必
於
學
也
︒
故
其
施
諸
人
者
︑
亦
莫
不
由
學
也
︒
取
實
而
斥
華
︑
變
澆
而

反
淳
︑
人
皆
有
望
于
公
︑
二
也
︒
公
以
不
世
出
之
賢
︑
而
爲
絶
無
而
僅
有
之
事
︑
使
天

下
之
爲
君
者
有
所
矜
式
焉
︑
三
也
︒
有
斯
三
者
︑
而
又
能
自
耆
耋
躋
期
頤
︑
以
享
無
疆

之
壽
︒
是
誠
國
人
之
所
頌
禱
而
不
止
也
︒
不
獨
國
人
︑
將
擧
一
世
之
人
而
頌
禱
之
也
︒

則
苟
在
讀
書
講
道
︑
久
立
其
下
風
︑
而
其
父
與
弟
出
入
其
門
者
︑
乃
雖
闒
賤
之
極
︑
安

敢
嘿
嘿
而
已
乎
︒
遂
弗
顧
僭

(３
)

踰
︑
敢
録
蕪
言
︑
謹
貢
諸
下
執
事
︑
以
表
景
仰
之
鄙
諶
云
︒

〔校
注
︺﹁
奉
賀
鷹
山
公
七
十
序
﹂︵
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︑﹃
潜
窩
文
草

壹
﹄︑

東
博
番
号
八
四
︶
と
の
対
校
︒

︵
１
︶﹁
知
﹂
＝
﹁
如
﹂
に
作
る
︒︵
２
︶﹁
干
﹂
＝
﹁
千
﹂
に
作
る
︒︵
３
︶﹁
踰
﹂
＝
﹁
偸
﹂
に
作
る
︒

︻
書
き
下
し
文
︼

鷹
山
公
七
十
を
奉
賀
す
る
の
序

燾
お
お
う

の
髫

ち
ょ
う

齔し
ん

の
こ
ろ
郷
里
に
在
り
︑
則
ち
既
に

熟
つ
ら
つ
ら

羽
の
米
澤
侯
を
聞
く
︒
鷹
山
公
の

賢
︑
啻た

だ

に
今
世
に
之
れ
無
き
所
の
み
な
ら
ず
︑
之こ

れ

を
異
代
絶
域
に
求
む
る
も
︑
亦
た
得

て
多
く
は
見
ざ
る
な
り
︒
因
て
思
う
︑
我
儕
小
人
︑
安

い
ず
く

ん
ぞ
一
た
び
其
の
国
に
入
り
︑

親
み
ず
か

ら
其
の
治
国
の
績
を
睹み

る
を
得
ん
や
︒
既
に
屢し

ば

し
ば
其
の
藩
臣
に
逢
い
︑

審
つ
ま
び
ら

か

に
事
蹟
を
聞
く
を
得
て
深
く
歎
く
︒
郷
者

さ

き

に
聞
く
所
の
未
だ
其
の
実
を
尽
す
に
足
ら
ず

し
て
︑
侯
の
徳
と
行
の
高
き
は
︑
則
ち
夐
乎

け
い
こ

と
し
て
之こ

れ

を
過
ぐ
る
者
有
り
︒
且
つ
燾
の

先
人
及
び
弟
︑
経
を
今
侯
の
藩
邸
に
講
じ
︑
而
し
て
燾
も
亦
た
窃ひ

そ

か
に
其
の
緒
を
接つ

ぐ

る
を
得
て
一
二
を
論
ず
︒
其
の
藩
風
を
窺

う
か
が

え
ば
︑
大
率
勤
倹
に
し
て
学
を
好
み
︑
老
侯

の
画
一
の
法
に
遵
し
た
が

い
て
敢
え
て
変
ぜ
ず
︒
猗
嗟

あ

あ

︑
何
ぞ
其
れ

政
ま
つ
り
ご
と

の
善
な
る
こ
と
之こ

れ
是か

く
の
如
き
や
︒
燾

お
お
う

や
無
似
な
り
︒
嘗
て
自
ら
量は

か

ら
ず
︑
慨が

い

然ぜ
ん

と
し
て
当
世
に
志

す
こ
と
有
り
︒
先
人
に
侍
せ
し
時
︑
其
の
時
を
済す

く

う
の
策
を
論
ず
る
を
聞
く
︒
曰
く
︑

﹁
方
今
の
有
土
の
君
︑
往
往
に
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
則
ち
逸
に
し
て
︑
稼か

穡
し
ょ
く

の
囏
難
を

知
ら
ず
︒
侈し

然ぜ
ん

と
し
て
自
ら

恣
ほ
し
い
ま
ま

に
し
︑
政
を
群
下
に
委ゆ

だ

ぬ
︒
其
の
路
に
当
る
者
も
︑
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亦
た
猶
お
之
れ
有
土
の
君
の
ご
と
く
︑
事
を
家
奴
に
委
ね
︑
膏
を
浚
ぎ
髄
を
剥
ぎ
︑
以

て
厭あ

く
無
き
の
費
を
供
す
れ
ば
︑
帑
庾

ど

ゆ

は
匱き

竭け
つ

し
︑
上
下
は
窘き

ん

困こ
ん

し
︑
猶
お
一
丘
の
貉

む
じ
な

の
ご
と
し
︒
而し

か

し
て
彼か

の
其
の
官
に
服
す
る
者
は
︑
方ま

さ

に
且
つ
文
を
舞
わ
し
法
を
弄

び
︑
陰
に
其
の
悪
を
済す
く

い
︑
陽
に
其
の
善
を
揚
ぐ
︒
而し

か

し
て
声
音
笑
貌
の
以
て
人
を
欺

く
に
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
︒
今
の
時
に
当
り
︑
苟い
や

し
く
も
︑
不
世
出
の
君
︑
絃
を
改
め

轍
を
易か

え
︑
紀
綱
を
揔
攬
し
︑
菲ひ

衣い

塵
食
し
︑
声
色
を
屏
遠
す
る
こ
と
有
れ
ば
︑
則
ち

天
下
の
人
︑
必
ず
靡び

然ぜ
ん

と
し
て
之
に
嚮む

か

わ
ん
︒
其
の
治
国
に
於
い
て
は
︑
猶
お
手
を
反か

え

す
が
ご
と
き
の
み
﹂
と
︒
燾
の
︑
斯こ

の
言
を
誦
す
る
こ
と
久
し
︒
今
︑
鷹
山
公
を
睹み

る

に
︑
殆
ど
先
人
の
謂
う
所
の
不
世
出
の
君
な
る
者
に
非
ざ
る
か
︒
今
︑
茲こ
こ

に
文
政
三
祀

仲
夏
︑
公
の
七
十
初
度
の
辰
の
為た
め

に
︑
宴
を
其
の
藩
朝
に
設
く
︒
闔こ

う

国こ
く

臣
民
︑
及
び
其

の
下
風
に
在
る
者
に
て
︑
詩
若も

し
く
は
文
を
献
ず
る
は
若
干
人
︵﹁
千
人
の
若ご

と

し
﹂
か
︶︒

燾
︑
外
臣
の
賤
と
雖
も
︑
先
人
及
び
弟
の
故
を
以
て
︑
窃
か
に
下
風
に
在
り
︒
乃
ち
敢

て
進
ん
で
公
を
祝
す
︒
曰
く
︑
公
の
以
て
祝
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
三
︒
公
の
民
を

視
る
こ
と
猶
お
子
の
ご
と
く
︑
民
の
公
を
視
る
こ
と
猶
お
父
の
ご
と
く
︑
哺ほ

を
含
み
腹

を
鼓
し
︑
皆
な
其
の
賜
を
享う

け
︑
公
に
報
ゆ
る
こ
と
有
ら
ん
と
欲
せ
ざ
る
無
き
は
︑
一

な
り
︒
今
の
学
を
建
て
儒
を
崇

た
っ
と

ぶ
者
︑
其
の
文
具
を
釆
り
て
︑
徒
ら
に
観
美
を
為
す
の

み
︒
公
は
則
ち
是
れ
に
異
な
れ
り
︒
其
れ
諸こ

れ

を
己
に
脩
む
る
者
は
︑
必
ず
学
に
於
い
て

す
る
な
り
︒
故
に
其
れ
諸こ

れ

を
人
に
施
す
者
も
亦
た
︑
学
に
由
ら
ざ
る
莫
き
な
り
︒
実
を

取
り
て
華
を
斥
け
︑
澆う

す

き
を
変
じ
て
淳あ

つ

き
に
反か

え

り
︑
人
皆
な
公
を
望
む
有
る
は
︑
二
な

り
︒
公
︑
不
世
出
の
賢
を
以
て
し
︑
絶
無
に
し
て
僅わ
ず

か
に
有
る
の
事
を
為
し
︑
天
下
の

君
為た

る
の
者
を
し
て
矜

き
ょ
う

式
し
ょ
く

す
る
所
有
ら
し
む
る
は
︑
三
な
り
︒
斯
の
三
者
有
れ
ば
︑

又
た
能
く

自
お
の
ず
か

ら
耆き

耋て
つ

の
︑
期き

頣い

に
躋の

ぼ

り
︑
以
て
無む

疆
き
ょ
う

の
寿
を
享
け
ん
︒
是
れ
誠
に
国

人
の
頌

し
ょ
う

禱と
う

し
て
止
ま
ざ
る
所
な
り
︒
独
り
国
人
の
み
な
ら
ず
︑
将
に
一
世
の
人
を
挙

げ
て
之
れ
を
頌
し
ょ
う

禱と
う

せ
ん
と
す
る
な
り
︒
則
ち

苟
か
り
そ
め

に
も
︑
書
を
読
み
道
を
講
ず
る
に

在
り
て
︑
久
し
く
其
の
下
風
に
立
ち
︑
而
し
て
又
た
其
の
父
と
弟
と
其
の
門
に
出
入
す

る
者
な
れ
ば
︑
乃
ち
闒
賤
の
極
と
雖
も
︑
安
ん
ぞ
敢
え
て
嘿
嘿
と
す
る
の
み
な
ら
ん
や
︒

遂
に
僣
踰
を
顧
み
ず
︑
敢
え
て
蕪ぶ

言げ
ん

を
録
し
︑
謹
み
て
諸こ

れ

を
下
執
事
に
貢す

す

め
︑
以
て
景け

い

仰
ぎ
ょ
う

の
鄙ひ

諶し
ん

を
表
す
と
云
う
︒

︻
現
代
語
訳
︼

鷹
山
公
七
十
を
奉
賀
す
る
の
序

私
は
︑
幼
い
こ
ろ
郷
里
佐
賀
に
お
い
て
︑
す
で
に
出
羽
国
の
米
沢
侯
︵
上
杉
鷹
山
︶

に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
を
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
鷹
山
公
の
よ
う
な
賢
君
は
︑
今
の
世

の
み
な
ら
ず
過
去
の
時
代
や
辺
境
未
開
の
地
に
求
め
て
も
︑
多
く
を
見
出
す
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
︒
思
い
ま
す
に
︑
我
ら
凡
人
は
︑
鷹
山
公
の
国
に
入
り
︑
自
ら
そ
の
治
政
の

功
績
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
な
ど
出
来
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
し
ば
し
ば
そ
の
藩
臣
に

お
会
い
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
事
蹟
の
詳
細
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
が
︑
深
い
溜

息
が
出
る
ば
か
り
で
し
た
︒
昔
聞
い
て
い
た
話
は
︑
実
際
の
鷹
山
公
を
説
明
し
尽
す
に

は
不
十
分
で
あ
り
︑
米
沢
侯
の
徳
と
行
い
の
高
さ
は
︑
は
る
か
に
そ
れ
を
凌
ぐ
も
の
で

あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
上
︑
私
の
父
︵
古
賀
精
里
︶
と
弟
︵
古
賀
侗
庵
︶
が
︑
今
侯
︵
第

十
一
代
米
沢
藩
主
・
上
杉
斉
定
︶
の
藩
邸
で
儒
学
の
経
典
を
講
義
し
︑
恐
れ
な
が
ら
も

私
も
そ
の
後
を
継
い
で
︑
少
し
ば
か
り
話
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
こ
で
米
沢

の
藩
風
を
窺
う
と
︑
お
お
よ
そ
勤
勉
倹
約
で
学
問
を
好
み
︑
老
侯
が
整
備
さ
れ
た
法
を

遵
守
し
て
お
り
ま
す
︒
あ
あ
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
素
晴
ら
し
い
政
治
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
︒私

は
未
熟
者
で
す
が
︑
か
つ
て
自
ら
の
力
量
を
顧
み
ず
︑
憤
然
と
し
今
の
世
に
志
を

立
て
ま
し
た
︒
亡
父
︵
古
賀
精
里
︶
の
側
近
く
に
仕
え
て
い
た
時
︑
時
世
を
救
済
す
る

方
策
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒﹁
現
代
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の
封
土
を
有
す
る
君
主
︵
＝
藩
主
︶
は
︑
そ
の
多
く
が
生
ま
れ
な
が
ら
安
逸
の
生
活
に

浸
り
︑
稼か

穡
し
ょ
く

︵
農
業
︶
の
困
難
を
知
ら
な
い
︒
豪
奢
な
生
活
の
中
で
思
い
の
ま
ま
に
振

る
舞
い
︑
政
治
は
家
臣
た
ち
に
委
ね
て
い
る
︒
実
際
に
政
治
に
当
た
る
者
も
ま
た
封
土

の
君
主
と
同
様
︑
仕
事
を
家
奴
に
委
ね
て
と
こ
と
ん
酷
使
し
︑
飽
く
こ
と
な
く
浪
費
す

る
の
で
︑
倉
は
枯
渇
し
︑
上
下
と
も
に
困
窮
し
︑
ま
る
で
同
じ
穴
の
貉
む
じ
な

の
よ
う
で
あ

る
︒
か
の
官
職
に
あ
る
者
は
︑
法
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
解
釈
し
て
濫
用
し
︑
陰
で
は

悪
事
を
助
長
し
て
お
き
な
が
ら
︑
表
で
は
善
事
を
宣
揚
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
ふ
る
ま

い
で
あ
る
︒
声
音
や
笑
顔
で
い
か
に
表
面
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
と
し
て
も
︑
人
々
を
欺

く
こ
と
な
ど
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
︒
今
の
よ
う
な
時
世
に
お
い

て
︑
も
し
不
世
出
の
君
主
が
現
れ
て
︑
旧
習
を
改
革
し
︑
国
の
大
綱
と
細
則
を
全
体
に

わ
た
っ
て
見
直
し
︑
粗
衣
粗
食
し
て
︑
遊
楽
を
遠
ざ
け
る
な
ら
ば
︑
天
下
の
人
々
は
必

ず
や
心
か
ら
感
服
し
て
慕
い
近
づ
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
国
家

を
治
め
る
こ
と
な
ど
手
を
反
す
よ
う
に
容
易
で
あ
る
﹂
と
︒
私
は
︑
父
の
こ
の
言
葉
を

ず
っ
と
記
憶
に
と
ど
め
て
い
ま
す
︒
今
︑
鷹
山
公
を
見
れ
ば
︑
ま
さ
し
く
亡
父
が
い
う

不
世
出
の
君
主
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

今
こ
こ
に
文
政
三
年
︵
一
八
二
〇
︶
仲
夏
︵
五
月
︶︑
公
の
生
誕
七
十
年
を
記
念
し
て
︑

祝
宴
が
藩
朝
に
お
い
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
︒
全
国
の
臣
民
︑
及
び
そ
の
下
風
に
在
る
者

で
︑
詩
や
祝
文
を
献
上
す
る
者
は
千
人
に
も
及
び
ま
す
︵
底
本
は
﹁
若
干
人
﹂︶︒
私
は
︑

他
藩
の
家
臣
で
賤
し
い
身
分
の
者
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
亡
父
及
び
弟
と
の
縁
に
よ
り
︑

恐
れ
な
が
ら
も
そ
の
下
風
に
お
り
ま
す
︒
そ
こ
で
敢
え
て
公
に
祝
詞
を
お
贈
り
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
︒
私
が
︑
公
を
祝
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
理
由
が
三
つ
あ
り
ま
す
︒

公
が
民
衆
に
対
す
る
姿
勢
は
︑
ま
る
で
わ
が
子
に
接
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
︑
民
衆

の
公
に
対
す
る
眼
差
し
は
︑
ま
る
で
わ
が
父
に
対
す
る
か
の
よ
う
で
す
︒
太
平
を
享
受

し
︑
皆
々
が
そ
の
恩
恵
を
被
り
︑
公
の
恩
に
報
い
た
い
と
思
わ
な
い
者
な
ど
い
ま
せ
ん
︒

こ
れ
が
第
一
の
理
由
で
す
︒
今
の
時
代
に
お
い
て
学
校
を
建
設
し
儒
学
を
尊
ぶ
者
と
言

え
ば
︑
文
具
を
集
め
そ
ろ
え
て
︑
い
た
ず
ら
に
そ
れ
ら
を
観
賞
し
て
悦
に
浸
る
者
ば
か

り
で
す
︒
公
は
こ
う
し
た
人
た
ち
と
は
違
い
ま
す
︒
自
己
修
養
に
努
め
る
者
は
︑
必
ず

学
問
に
お
い
て
そ
う
す
る
の
で
す
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
民
衆
に
善
政
を
施
そ
う
と
す
る
者
も

ま
た
学
問
に
よ
ら
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒
公
は
︑
質
実
を
取
っ
て
浮
華
を
斥

け
︑
徳
薄
き
世
を
徳
厚
き
状
態
へ
と
転
じ
ら
れ
︑
人
々
は
み
な
公
を
慕
い
望
ん
で
お
り

ま
す
︒
こ
れ
が
第
二
の
理
由
で
す
︒
公
は
︑
不
世
出
の
才
徳
に
よ
っ
て
類
ま
れ
な
る
大

事
業
を
成
し
遂
げ
︑
天
下
の
君
主
た
ち
が
そ
れ
を
手
本
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
こ

れ
が
第
三
の
理
由
で
す
︒

以
上
の
三
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑
お
の
ず
と
耆き

耋て
つ

︵
八
十
歳
︶
か
ら
期き

頣い

︵
百
歳
︶

へ
と
至
り
︑
無
限
の
長
寿
を
享
受
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
誠
に
国
民
が
切
望

し
て
已
ま
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
国
民
の
み
な
ら
ず
︑
当
世
の
全
て
の
人
が
こ
れ
を

切
望
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
か
り
そ
め
に
も
書
を
読
み
道
を
講
じ
て
長
ら
く
公
の

下
風
に
立
ち
︑
さ
ら
に
わ
が
父
と
弟
が
そ
の
門
に
出
入
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
卑
賎

の
極
み
に
い
る
者
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
口
を
閉
ざ
し
黙
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
︒
そ
こ
で
僭
越
な
が
ら
も
自
ら
の
思
い
を
言
葉
に
し
︑
謹
ん
で
こ
れ
を
下
級
の

執
事
に
託
し
︑
景け
い

仰
ぎ
ょ
う

の
真
心
を
お
伝
え
し
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
︒

︻
語
釈
︼

〇
髫
齔
＝
七
八
歳

〇
且
つ
燾
の
先
人
及
び
弟
︑
経
を
今
侯
の
藩
邸
に
講
じ
⁝
＝
上
杉
鷹
山
は
︑
文

化
三
年
︑
世
子
斉
定
の
教
育
係
︵﹁
御
師
範
﹂︶
を
昌
平
黌
の
儒
官
で
あ
っ
た
古
賀
精
里
に
依
頼
し
て
い

る
︒
以
降
︑
古
賀
精
里
は
定
期
的
に
米
沢
藩
邸
を
訪
れ
て
講
義
を
し
︑
そ
の
後
︑
三
男
の
古
賀
侗
庵
が

そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
︒﹃
上
杉
家
御
年
譜
﹄
巻
十
三
﹁
斉
定
︵
１
︶﹂︵
米
沢
温
故
会
︑
昭
和
六
十

三
年
︶
の
文
化
三
年
十
月
七
日
の
条
に
︑﹁
聖
堂
御
儒
者
古
賀
弥
助
号
精
里
ヘ
先
達
テ
御
師
範
御
頼
仰

入
ラ
レ

今
日
御
招
キ
ニ
付
桜
田
邸
ヘ
入
セ
ラ
レ

内
御
座
之
間
ニ
於
テ

御
父
子
様
御
列
座

御
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逢
御
頼
ノ
御
会
釈
ア
リ

帰
リ
ノ
節
鉄
仙
ノ
間
通
迄
御
送
遊
ハ
サ
ル
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
以
降
も
米
沢
藩

邸
を
訪
れ
て
は
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
な
お
︑
文
化
六
年
八
月
二
十
三
日
の
条

に
は
︑﹁
御
儒
者
古
賀
弥
助
嫡
子
弘
︵
侗
庵
︶
ヘ
御
会
読
御
頼
仰
入
ラ
レ

初
テ
入
来
ニ
尽
御
盃
事
遊

ハ
サ
レ

御
料
理
遣
ハ
サ
ル
﹂
と
あ
り
︑
古
賀
侗
庵
が
初
め
て
米
沢
藩
邸
で
講
義
を
行
っ
た
こ
と
も
記

録
さ
れ
て
い
る
︒

〇
無
似
＝
不
肖

〇
稼
穡
＝
農
作
業

〇
帑
庾
＝
倉

〇
匱
竭
＝
欠
乏

〇
一
丘
の
貉
＝
同
じ
丘
に
住
ん
で
い
る
ム
ジ
ナ
︒﹃
漢
書
﹄
伝
第
三
十
六
﹁
楊
惲
伝
﹂
に
み
え
る
言
葉
︒

〇
文
を
舞
わ
し
法
を
弄
び
＝
法
の
条
文
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
解
釈
し
て
乱
用
す
る
こ
と
︒﹃
史
記
﹄

貨
殖
列
伝
に
﹁
吏
士
舞
文
弄
法
︑
刻
章
偽
書
︑
不
避
刀
鋸
之
誅
者
︑
没
於
賂
遺
也
﹂
と
あ
る
︒

〇
不
世
出
の
君
＝
滅
多
に
世
に
現
れ
な
い
ほ
ど
優
れ
た
君
主
︒

〇
絃
を
改
め
轍
を
易
え
＝
琴
弦
を

改
換
し
︑
車
道
を
変
更
す
る
︒
転
じ
て
方
法
・
計
画
・
方
向
を
改
め
る
と
い
う
意
味
︒

〇
紀
綱
＝
国

家
を
治
め
る
上
で
根
本
と
な
る
制
度
︒

〇
菲
衣
塵
食
＝
質
素
な
生
活
︒

〇
声
色
＝
音
楽
と
女

色
︒

〇
猶
お
手
を
反
す
が
ご
と
き
の
み
＝
手
の
ひ
ら
を
反
す
よ
う
に
極
め
て
容
易
で
あ
る
と
い
う

こ
と
︒﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
上
篇
に
﹁
以
齊
王
︑
由
反
手
也
﹂
と
あ
る
︒

〇
今
︑
茲
に
文
政
三
祀
仲
夏

⁝
宴
を
其
の
藩
朝
に
設
く
＝
文
政
三
年
二
月
︑
上
杉
鷹
山
の
古
稀
と
於
豊
の
方
八
十
歳
の
寿
宴
が
︑
三

之
丸
御
隠
殿
の
餐
霞
館
で
盛
大
に
催
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
︒
こ
の
日
︑
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
全
員

に
酒
樽
が
支
給
さ
れ
た
が
︑
そ
の
数
は
四
五
六
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
︒
歓
宴
は
終
日
に
わ
た
り
︑

ま
た
和
歌
や
賀
章
が
献
上
さ
れ
た
︒
上
杉
鷹
山
の
﹁
御
年
譜
︵
下
︶﹂︵﹃
鷹
山
公
偉
蹟
録
﹄
巻
之
二
所

収
︑
甘
糟
継
成
編
︑
鷹
山
公
偉
蹟
録
刊
行
会
︑
昭
和
九
年
︶
の
文
政
三
年
二
月
二
十
日
の
条
に
︑﹁
御

七
十
︑
御
部
屋
於
豊
君
八
十
に
付
三
之
丸
御
隠
殿
に
於
て
御
賀
筵
御
開
き
︑
御
祝
と
し
て
御
群
中
士
民

七
十
以
上
の
者
へ
尽
く
御
樽
︵
三
升
づ
ゝ
︶
こ
れ
を
下
さ
る
︒
総
計
四
千
五
百
六
十
人
︒﹂︑﹃
上
杉
家

御
年
譜
﹄
巻
十
二
﹁
治
広
公
︵
２
︶﹂︵
米
沢
温
故
会
︑
昭
和
六
十
三
年
︶
の
文
政
三
年
三
月
十
九
日
の

条
に
︑﹁
三
之
丸
御
殿
ニ
於
テ

治
憲
公
御
七
十

御
部
屋
ノ
方
御
八
十
御
年
賀
ニ
付

午
刻
ヨ
リ
入

セ
ラ
ル

治
憲
公
ヘ
島
台
高
砂
押
共
御
樽
一

御
肴
一
折

別
ニ
鳩
御
杖
白
木
台
御
和
歌
添
⁝
﹂
と

あ
る
︒
な
お
穀
堂
は
こ
の
祝
宴
が
開
催
さ
れ
た
の
を
﹁
文
政
三
祀
仲
夏
︵
五
月
︶﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑

実
際
に
は
﹁
文
政
三
祀
仲
春
︵
二
月
︶﹂
で
あ
る
︒

〇
詩
若
し
く
は
文
を
献
ず
る
は
若
干
人
＝
版
本

で
は
﹁
若
干
人
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
異
本
の
一
つ
に
は
﹁
若
千
人
﹂
と
も
な
っ
て
お
り
︵︹
校
注
︺

参
照
︶︑
常
識
的
に
考
え
て
﹁
若
干
人
﹂
で
は
お
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
若
干
人
﹂
は
﹁
若
千
人

︵
千
人
の
若ご

と

し
︶﹂
の
誤
り
か
︒
な
お
︑
大
乗
寺
良
一
著
﹃
鷹
山
公
御
隠
殿
餐
霞
館
と
三
の
丸
﹄︵
上
杉

講
社
︑
昭
和
十
六
年
︶
に
こ
の
時
の
祝
賀
の
詩
歌
が
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
に
︑﹁
⁝

其
の
他
御
方
々
並
に
御
家
中
又
は
古
賀
侗
庵
等
外
臣
よ
り
上
つ
た
賀
章
も
数
多
く
あ
っ
た
︒
當
時
の

和
歌
を
集
録
し
て
﹁
鶴
の
毛
氅
﹂
と
題
し
︑
詩
文
を
九
如
篇
と
称
し
て
官
庫
に
蔵
し
て
居
る
︒﹂︵
五
三

頁
︶
と
あ
り
︑
献
上
さ
れ
た
和
歌
を
集
め
て
和
歌
集
ま
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
や
は
り
﹁
若

干
人
﹂
は
誤
り
で
あ
ろ
う
︒

〇
哺
を
含
み
腹
を
鼓
し
＝
太
平
を
享
受
す
る
こ
と
︒﹃
荘
子
﹄
馬
帝
篇

に
﹁
含
哺
而
熙
︑
鼓
腹
而
遊
﹂
と
あ
る
︒

〇
耆
耋
＝
六
十
か
ら
八
十
歳
︒

〇
期
頣
＝
百
歳

〇
謹
み
て
諸
れ
を
下
執
事
に
貢
め
＝
﹁
清
風
樓
紀
聞
﹂︵
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
古
賀
穀
堂
遺
稿
﹂︑

東
博
番
号
九
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
一
九
頁
︶
に
︑﹁
先
達
而
鷹
山
公
七
拾
歳
之

年
賀
ニ
寿
文
を
託
た
り
︑
侗
奄
︵
古
賀
侗
庵
︶
に
頼
に
て
遣
し
け
る
由
﹂
と
あ
る
の
で
︑
古
賀
侗
庵
を

介
し
て
米
沢
藩
の
下
執
事
︵
下
級
の
執
事
︶
に
渡
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
侗
庵
も
鷹
山
七
十
歳
を

祝
っ
た
寿
文
﹁
寿
鷹
山
藤
太
公
七
十
序
﹂
を
上
呈
し
て
お
り
︑
穀
堂
の
そ
れ
と
と
も
に
︑﹃
鷹
山
公
偉

蹟
録
﹄
巻
之
二
十
︵
同
右
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
同
書
収
載
の
穀
堂
の
寿
文
は
︑
題
字
は
﹁
恭

賀
鷹
山
老
公
邸
下
七
十
華
誕
叙
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
最
後
に
﹁
文
政
庚
辰
仲
夏
下
浣

肥
前
佐
賀
臣
古

賀
燾

頓
首
謹
具
﹂
と
あ
る
︒

○
送
東
園
矦
序
︵
﹁
潜
窩
文
草
﹂
巻
二
︶

《文
政
五
年
五
月
︑
米
沢
新
田
藩
第
四
代
藩
主
・
上
杉
勝
義
が
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰

藩
す
る
に
あ
た
り
穀
堂
が
贈
っ
た
送
序
︒︾

︻
原
文
︼

送
東
園
矦
序

燾
也
無
似
︑
竊
愾
然
有
志
於
經
世
︑
嘗
歴
論
偃
戈
以
來
賢
諸
矦
︒
曰
︑
紀
南
龍
公
︑
常

黄
門
公
︑
奥
土
津
公
︑
備
芳
烈
公
等
︒
皆
卓
然
英
賢
之
君
也
︒
其
治
國
之
績
︑
行
己
之

方
︑
光
明
俊
偉
︑
赫
赫
乎
人
之
耳
目
者
︑
二
百
年
猶
一
日
也
︒
彼
其
生
際
草
創
之
時
︑

雖
未
必
涖
行
陳
作
斬
馘
︑
而
在
開
國
艱
難
之
日
︑
常
與
驍
将
猛
士
相
周
旋
︑
櫛
風
沐
雨
︑

洞
悉
下
情
︑
而
後
偃
武
脩
文
︑
克
成
剏
守
之
功
︒
此
豈
容
易
而
得
之
者
也
哉
︒
至
其
後

嗣
往
往
生
則
逸
︒
生
則
逸
︑
不
識
創
業
之
艱
難
︑
不
思
守
成
之
良
圖
︒
述
職
之
典
︑
會
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同
之
期
︑
非
不
謹
其
矦
度
也
︒
然
而
使
一
人

(１
)

裒
然
在
民
上
者
︑
豈
徒
如
是
而
爲
得
乎
否

也
︒
雖
然
二
百
年
之
久
︑
三
百
諸
矦
之
衆
︑
賢
明
俊
傑
之
君
︑
未
甞
無
虖
其
間
也
︒
至

於
近
世
白
河
樂
翁
公
︑
以
大
朝
之
至
親
︑
躋
輔
相
之
任
而
一
匡
天
下
︒
其
豊
功
盛
烈
︑

至
於
舂
婦
甿
隷
︑
猶
能
言
之
︒
而
若
米
澤
鷹
山
公
︑
則
東
隅
之
一
諸
矦
︑
而
其
仁
惠
德

澤
入
人
之
深
者
︑
亡
論
其
封
内
之
臣
子
孺
慕
之
︒
乃
若
四
方
之
士
庶
︑
聞
公
之
治
行
︑

未
嘗
不
咨
嗟
欽
羨
︑
自
以
爲
不
及
也
︒
其
於
天

(２
)

下
未
必
有
赫
赫
之
事
︑
而
能
使
人
如
此

者
︒
豈
不
以
其
酔
人
以
德
︑
不
言
而
信
之
故
也
耶
︒
猗
嗟
︑
賢
矣
哉
︒
燾
敢
屈
指
於
公

以
爲
︑
偃
戈
以
来
所
絶
無
而
僅
有
也
︒
独
憾
︑
燾
也
賤
且
遠
︑
無
由
仰
望
儀
範
而
接
其

謦
欬
︒
而
公
既
即
世
︒
然
而
景
慕
之
切
︑
与
其
藩
人
交
︑
屢
訪
問
公
之
遺
事
︑
以
寓
羹

牆
之
意
︒
東
園
矦
者
︑
即
米
澤
之
支
藩
︑
而
鷹
山
公
之
至
親
也
︒
今
来
朝
在
東
武
︒

(３
)

退

然
請
燾
執
弟
子
禮
︒
燾
一
行
作
吏
︑
廢
學
弗
講
︑
輙
以
不
敢
當
固
辭
而
不
獲
命
︒
乃
造

邸
謁
見
︒
矦
之
接
燾
也
︑
撤
城
府
披
心
腹
︑
竟
日
酣
談
揚
枯
風
雅
指
陳
成
敗
︑
驩
然
如

布
衣
交
︒
今
將
帰
藩
︑
燾
謂
矦
曰
︑
所
謂
聖
賢
之
學
也
者
︑
經
世
之
學
也
︒
外
此
而
論

學
者
︑
學
可
也
︑
不
學
可
也
︒
今
王
矦
大
人
所
稱
爲
好
學
者
︑
大
更
不
過
乎
風
流
文
采
︑

務
博
眩
竒
︑
以
適
其
好
焉
耳
︑
其
於
心
身
家
國

(４
)

毫
無
關
渉
︒
經
世
云
乎
哉
︒
矦
之
在
東

武
︑
勤
政
之
暇
︑
手
簡
編
接
儒
先
︒
其
帰
藩
也
︑
居
鷹
山
公
之
地
︑
述
鷹
山
公
之
事
︒

文
恬
而
武
煕
︑
仁
漸
而
義
摩
︒
於
是
以
經
世
之
志
︑
講
經
世
之
學
︑
則
其
徳
之
成
也
︒

庸
詎
無
若
鷹
山
公
之
使
四
方
之
人
咨
嗟
欽
羨
自
以
爲
不
及
者
也
乎
︒
且
燾
也
無
似
︑
何

敢
抗
顔
爲
諸
矦
師
乎
︒
但
因
矦
而
益
得
聞
鷹
山
公
治
行
之
詳
︒
竊
喜
得
私
淑
之

(５
)

益
︒
又

聞
︑
矦
与
閣
老
小
田
原
矦
親
善
︒
聞
︑
小
田
原
矦
賢
而
好

(６
)

賢
︒
其
大
有
爲
之
志
︑
夫
人

而
知
之
︒
今
天
下
之
俗
日
偸
︑
而
諸
矦
之
窮
日
甚
︒
於
是
不
有
所
以
更
張
之
︑
則
其
極

也
︑
淪
胥
以
鋪
者
︑
可
知
也
已
︒
他
日
矦
之
来
朝
︑
与
閣
老
晤
言
之
次
︑

(７
)

商
確
更
張
之

方
︑
以

(８
)

有
措
置
之
︑

(９
)

則
自
一
藩
而
及
天
下
︒
若
燾
者
︑
亦
将
与
被
其
澤
焉
︒
燾
區
區
憂

世
之
心
︑
所
以
深
望
於
矦
也
︒
若
夫
奔
走
公
V
之
門
︑
而
希
其
汲
引
者
︑
燾
雖
愚
︑
竊

所
恥
而
不
爲
︒
非
所
以
爲
矦
論
經
世
之
意
也
︒
及
矦
馬
首
之
東
︑
敢
書
其
言
以
獻
焉
︒

︹
校
注
︺
鍋
島
家
文
庫
﹃
潜
窩
詩
文
稿

天
﹄
所
収
﹁
送
東
園
侯
帰
藩
序
﹂︵
鍋
島
報
公
会
所
蔵
︑
佐
賀

県
立
図
書
館
寄
託
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
六
六
頁
～
︶
と
の
対
校
︒

︵
１
︶﹁
裒
﹂
＝
﹁
褎
﹂
に
作
る
︒
︵
２
︶﹁
天
下
﹂
＝
﹁
大
朝
與
天
下
﹂
に
作
る
︒
︵
３
︶﹁
退
﹂
＝

﹁
謙
﹂
に
作
る
︒
︵
４
︶﹁
毫
﹂
＝
﹁
曽
﹂
に
作
る
︒
︵
５
︶﹁
竊
喜
得
私
淑
之
益
﹂
＝
﹁
所
謂
□

︵
私
ヵ
︶
淑
諸
人
而
有
餘
師
之
類
也
﹂
に
作
る
︒
︵
６
︶﹁
賢
﹂
＝
﹁
学
﹂
に
作
る
︒
︵
７
︶﹁
商
確
﹂

＝
上
に
﹁
以
之
相
質
﹂
と
あ
る
︒
︵
８
︶﹁
以
有
﹂
＝
﹁
有
以
﹂
に
作
る
︒
︵
９
︶﹁
則
﹂
＝
上
に
﹁
是
﹂

字
有
り
︒

︻
書
き
下
し
︼

東
園
侯
を
送
る
の
序

燾
お
お
う

や
無
似
な
れ
ど
︑
窃ひ

そ

か
に
愾が

い

然ぜ
ん

と
し
て
経
世
に
志
す
こ
と
有
り
︒
嘗
て
偃
戈
以
来

の
賢
諸
侯
を
歴
論
す
︒
曰
く
︑
紀
の
南
龍
公
︑
常
の
黄
門
公
︑
奥
の
土
津
公
︑
備
の
芳

烈
公
等
︑
皆
︑
卓
然
た
る
英
賢
の
君
な
り
︒
其
の
治
国
の
績
︑
行
己
の
方
︑
光
明
俊
偉
︑

人
の
耳
目
に
赫か
く

赫か
く

た
る
こ
と
二
百
年
︑
猶
お
一
日
の
ご
と
き
な
り
︒
彼か

の
其
の
生
際
草

創
の
時
︑
未
だ
必
ず
し
も
行
陳
に
涖の

ぞ

み
斬ざ

ん

馘か
く

を
作な

さ
ず
と
雖
も
︑
開
国
艱
難
の
日
に
在

り
て
︑
常
に
驍
将
猛
士
と
相
い
周
旋
し
︑
櫛し

っ

風ぷ
う

沐も
く

雨う

︑
下
情
に
洞
悉
し
︑
而し

か

し
て
後
に

武
を
偃ふ

せ
文
を
脩
め
︑
克よ

く
剏
守
の
功
を
成
す
︒
此
れ
豈
に
容
易
に
し
て
之
を
得
る
者

な
ら
ん
や
︒
其
の
後
嗣
に
至
っ
て
は
︑
往
往
に
し
て
生
れ
な
が
ら
に
し
て
則
ち
逸
な

り
︒
生
れ
な
が
ら
に
し
て
則
ち
逸
な
れ
ば
︑
創
業
の
艱
難
を
識
ら
ず
︑
守
成
の
良
図
を

思
わ
ず
︒
述
職
の
典
︑
会
同
の
期
は
︑
其
の
侯
度
を
謹
ま
ざ
る
に
非
ず
︒
然
れ
ど
も
一

人
を
し
て
裒
然
︵
褎
然
ヵ
︶
と
民
の
上
に
在
ら
し
め
ば
︑
豈
に
徒た
だ

に
是
く
の
如
く
し
て

得
た
り
と
為
す
や
否
や
︒
然
り
と
雖
も
︑
二
百
年
の
久
し
き
︑
三
百
諸
侯
の
衆お

お

き
︑
賢

明
俊
傑
の
君
︑
未
だ
嘗
て
其
の
間
に
無
き
に
あ
ら
ず
︒
近
世
に
至
っ
て
は
白
河
楽
翁
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公
︑
大
朝
の
至
親
を
以
て
輔
相
の
任
に
躋の

ぼ

り
て
天
下
を
一
匡
す
︒
其
の
豊
功
盛
烈
︑
舂

婦
・
甿
隷
に
至
り
て
も
猶
お
能
く
之
を
言
う
︒
而
る
に
米
澤
の
鷹
山
公
の
若ご

と

き
は
︑
則

ち
東
隅
の
一
諸
侯
な
れ
ど
︑
其
の
仁
恵
・
徳
沢
は
人
の
深
き
に
入
れ
ば
︑
其
の
封
内
の

臣
子
孺
を
論
ず
る
亡な

く
之
を
慕
う
︒
乃
ち
四
方
の
士
庶
の
若ご

と

き
は
︑
公
の
治
行
を
聞
き

て
︑
未
だ
嘗
て
咨し

嗟さ

欽
羨

き
ん
せ
ん

し
て
自
ら
以
て
及
ば
ず
と
為
さ
ざ
る
に
あ
ら
ず
︒
其
れ
天
下

に
於
い
て
︑
未
だ
必
ず
し
も
赫
赫

か
く
か
く

の
事
に
し
て
︑
能
く
人
を
し
て
此
く
の
如
く
せ
し
む

る
者
有
ら
ず
︒
豈
に
︑
其
の
人
を
酔
わ
す
に
徳
を
以
て
し
︑﹁
言
わ
ず
し
て
信
ぜ
ら
る
﹂

の
故
を
以
て
す
る
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
︒
猗
嗟
あ

あ

︑
賢
な
る
か
な
︒
燾
︑
敢
て
指
を
公
に
屈

し
て
以
為
お

も

え
ら
く
︑
偃
戈
以
来
︑
絶
無
に
し
て
僅わ

ず

か
に
有
る
所
な
り
と
︒
独
り
憾う

ら

む
︑

燾
や
賤
し
く
且
つ
遠
き
に
よ
り
︑
儀
範
を
仰
望
し
て
其
の
謦
欬
に
接
す
る
に
由
無
き

を
︒
而
し
て
公
既
に
即
世
す
︒
然
れ
ど
も
景
慕
の
切
に
よ
り
︑
其
の
藩
人
と
交
り
︑
屢し
ば

し
ば
訪
れ
て
公
の
遺
事
を
問
い
︑
以
て
羹
牆
の
意
に
寓よ

す
︒
東
園
侯
は
︑
即
ち
米
澤
の

支
藩
に
し
て
︑
鷹
山
公
の
至
親
な
り
︒
今
︑
来
朝
し
て
東
武
に
在
り
︒
退
然
と
し
て
燾

に
請
う
て
弟
子
の
礼
を
執
る
︒
燾
︑
一
た
び
行
き
て
吏
と
作な

り
︑
学
を
廃
し
て
講
ぜ
ざ

れ
ば
︑
輙
ち
敢
え
て
当
た
ら
ざ
る
を
以
て
固
辞
す
る
も
命
を
獲
ず
︒
乃
ち
邸
に
造い
た

り
て

謁
見
す
︒
侯
の
燾
に
接
す
る
や
︑
城
府
を
撤の

ぞ

き
心
腹
を
披ひ

ら

き
︑
竟

き
ょ
う

日じ
つ

酣
談
︑
風
雅
を
揚

枯
し
︑
成
敗
を
指
陳
し
︑
驩
然
と
し
て
布
衣
の
交
わ
り
の
如
し
︒
今
︑
将
に
藩
に
帰
ら

ん
と
し
︑
燾
︑
侯
に
謂
い
て
曰い

う
︒
所
謂

い
わ
ゆ
る

聖
賢
の
学
な
る
者
は
︑
経
世
の
学
な
り
︒
此

れ
を
外
に
し
て
学
を
論
ず
れ
ば
︑
学
ぶ
は
可
な
る
や
︑
学
ば
ざ
る
は
可
な
る
や
︒
今
︑

王
侯
大
人
の
︑
好
学
を
為
す
と
称
さ
る
る
所
の
者
は
︑
大
更

お
お
よ
そ

︑
風
流
文
采
に
過
ぎ
ず
︑

博
に
務
め
奇
に
眩く

ら

み
︑
以
て
其
の
好
み
に
適
う
の
み
︒
其
れ
心
身
家
国
に
於
い
て
毫す

こ

し

も
関
渉
無
し
︒
経
世
と
云
わ
ん
や
︒
侯
の
東
武
に
在
り
て
は
︑
政
に
勤
む
る
の
暇
︑
簡

編
を
手
に
し
︑
儒
先
に
接
す
︒
其
の
藩
に
帰
る
や
︑
鷹
山
公
の
地
に
居
り
︑
鷹
山
公
の

事
を
述
ぶ
︒
文
は
恬し
ず

か
に
し
て
武
は
煕た

の

し
み
︑
仁
も
て
漸
く
し
て
義
も
て
摩
す
︒
是
に

於
い
て
︑
経
世
の
志
を
以
て
経
世
の
学
を
講
ず
れ
ば
︑
則
ち
其
の
徳
之
れ
成
ら
ん
や
︒

庸
詎
い

ず

く
ん
ぞ
鷹
山
公
の
︑
四
方
の
人
を
し
て
︑
咨
嗟

し

さ

欽
羨

き
ん
せ
ん

し
て
自
ら
及
ば
ず
と
以
為

お

も

わ

し
む
る
が
若ご

と

き
こ
と
無
か
ら
ん
や
︒
且
つ
燾
や
無
似
︑
何
ぞ
敢
て
顔
を
抗あ

げ
て
諸
侯
の

師
と
為
ら
ん
や
︒
但
だ
侯
に
因
り
て
益
ま
す
鷹
山
公
の
治
行
の
詳
を
聞
く
を
得
た
り
︒

窃
か
に
私
淑
の
益
を
得
る
を
喜
ぶ
︒
又
た
聞
く
︑
侯
は
閣
老
の
小
田
原
侯
と
親
善
た
り

と
︒
聞
く
︑
小
田
原
侯
は
賢
に
し
て
賢
を
好
む
と
︒
其
の
﹁
大
い
に
為
す
有
ら
ん
﹂
の

志
︑
夫か

の
人
に
し
て
之
を
知
る
︒
今
︑
天
下
の
俗
は
日
に
偸う

す

く
︑
而
し
て
諸
侯
の
窮
は

日
に
甚
だ
し
︒
是
に
於
い
て
︑
以
て
之
を
更
張
す
る
所
有
ら
ざ
れ
ば
︑
則
ち
其
の
極
ま

る
や
︑﹁
淪り
ん

胥し
ょ

し
て
以
て
鋪つ

ら

ぬ
る
﹂
こ
と
︑
知
る
べ
き
の
み
︒
他
日
︑
侯
の
朝
に
来
た
り

て
閣
老
と
晤ご

言げ
ん

す
る
の
次つ

い

で
︑
更
張
の
方
を
商
確
し
て
以
て
之
を
措
置
す
る
こ
と
有
れ

ば
︑
則
ち
一
藩
よ
り
し
て
天
下
に
及
ば
ん
︒
燾
の
若ご

と

き
者
も
亦
た
将
に
与と

も

に
其
の
沢
を

被
ら
ん
と
す
︒
燾
の
区
々
と
し
て
世
を
憂
う
る
心
︑
深
く
侯
に
望
む
所
以
な
り
︒
夫
の

公
V
の
門
に
奔
走
し
て
其
の
汲
引
を
希ね
が

う
が
若ご

と

き
は
︑
燾
︑
愚
と
雖
も
︑
窃
か
に
恥
じ

て
為
さ
ざ
る
所
な
り
︒
侯
の
為た

め

に
経
世
を
論
ず
る
所
以
の
意
に
非
ざ
る
な
り
︒
侯
の
馬

首
の
東
す
る
に
及
び
︑
敢
て
其
の
言
を
書
し
て
以
て
焉こ
こ

に
献
ず
︒

︻
現
代
語
訳
︼

東
園
侯
を
送
る
の
序

私
は
不
肖
者
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
心
ひ
そ
か
に
壮
大
な
気
概
を
も
っ
て
経
世
︵
世
の

中
を
治
め
る
こ
と
︶
を
志
し
て
お
り
ま
す
︒
か
つ
て
江
戸
太
平
の
世
に
な
っ
て
以
降
の

賢
諸
侯
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
紀
州
の
南
龍
公
︵
徳
川
頼
宜
︶︑
常
陸
の

黄
門
公
︵
水
戸
光
圀
︶︑
奥
州
の
土
津
公
︵
保
科
正
之
︶︑
備
前
の
芳
烈
公
︵
池
田
光
政
︶

等
は
皆
︑
卓
越
し
た
英
邁
賢
明
の
君
主
で
す
︒
そ
の
国
を
治
め
た
功
績
と
自
己
研
鑽
に

努
め
た
方
法
は
︑
歴
史
に
燦
然
と
光
り
輝
い
て
お
り
︑
二
百
年
が
経
過
し
た
現
代
に
お
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い
て
も
︑
ま
る
で
昨
日
の
事
の
よ
う
に
あ
り
あ
り
と
人
々
に
記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ

の
国
家
創
成
の
時
代
に
お
い
て
︑
必
ず
し
も
戦
乱
の
現
場
に
あ
っ
て
敵
を
切
り
殺
し
た

り
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
国
家
統
一
と
い
う
難
事
業
を
成
し
遂
げ
る
日
々
に

お
い
て
︑
常
に
驍
将
猛
士
ら
に
つ
き
従
い
︑
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
︑
民
衆
の
実
情
に
精
通

し
︑
そ
う
し
て
後
に
武
器
を
捨
て
て
学
問
を
修
め
︑
創
業
と
守
成
を
成
し
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
︒
こ
れ
ら
の
経
験
は
決
し
て
安
易
な
生
活
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
な
の
に
そ
の
子
孫
と
も
な
る
と
︑
そ
の
多
く
が
生
ま
れ
な
が

ら
安
逸
の
中
に
あ
り
ま
す
︒
生
ま
れ
な
が
ら
安
逸
の
中
に
あ
れ
ば
︑
創
業
の
艱
難
を
知

ら
な
い
し
︑
守
成
を
い
か
に
成
し
遂
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
︑
思
い
を
致
す
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
︒
述
職
︵
参
勤
交
代
の
こ
と
か
︶
の
式
典
や
朝
見
の
儀
式
に
つ
い
て
は
︑

決
ま
り
通
り
に
丁
重
に
と
り
行
い
は
し
ま
す
が
︑
民
衆
の
上
に
一
人
立
ち
︑
実
際
に
政

治
を
行
う
と
な
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
で
よ
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
は

い
え
︑
二
百
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
三
百
も
の
多
く
の
諸
侯
が
い
た
わ
け
で
す
か

ら
︑
そ
の
間
に
賢
明
俊
傑
の
君
主
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
近
年
で
は

白
河
楽
翁
公
︵
松
平
定
信
︶
が
︑
将
軍
家
の
近
親
︵
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
孫
︶
と
し

て
幕
府
の
老
中
首
座
に
ま
で
昇
り
つ
め
︑
天
下
を
治
め
て
改
革
を
行
い
ま
し
た
︒
そ
の

輝
か
し
い
偉
業
に
つ
い
て
は
︑
下
女
下
僕
に
至
る
ま
で
︑
皆
々
が
口
を
そ
ろ
え
て
称
賛

し
て
い
ま
す
︒

さ
ら
に
は
米
沢
の
鷹
山
公
︵
上
杉
鷹
山
︶
に
つ
い
て
は
︑
東
隅
の
一
諸
侯
で
は
あ
り

ま
す
が
︑
そ
の
仁
徳
と
恵
沢
は
人
々
の
深
く
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
り
︑
藩
内
の
家
臣
で
あ

れ
子
供
で
あ
れ
皆
々
が
慕
っ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
他
藩
の
藩
士
や
庶
民
で
あ
っ
て
も
︑

鷹
山
公
の
治
政
に
つ
い
て
話
を
聞
く
と
感
嘆
羨
望
し
て
︑
と
て
も
及
ば
な
い
と
思
わ
な

い
者
は
い
ま
せ
ん
︒
天
下
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
燦
然
と
輝
き
︑
人
々
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
称
賛
さ
れ
る
人
物
が
い
た
で
し
ょ
う
か
︒
こ
れ
は
鷹
山
公
が
︑
そ
の
徳
に
よ
っ
て

人
々
を
心
酔
さ
せ
︑﹁
何
も
言
葉
を
発
し
な
く
て
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
﹂
か
ら
で
し
ょ

う
︒
あ
あ
︑
な
ん
と
賢
明
な
る
君
主
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
︒
私
は
公
を
屈
指
の
人
物
に

数
え
︑
江
戸
太
平
の
世
に
な
っ
て
以
降
︑
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
人
物
が
い
た
例
は
ほ
と
ん

ど
な
く
︑
史
上
ま
れ
に
見
る
名
君
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
︒
た
だ
心
残
り
な
の

は
︑
私
の
身
分
が
卑
し
く
︑
ま
た
遠
方
の
地
に
い
た
こ
と
か
ら
︑
そ
の
模
範
と
す
べ
き

治
政
を
仰
望
し
︑
そ
の
謦
咳
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
︒
公
は
す

で
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
が
︑
公
へ
の
敬
慕
の
念
は
尽
き
ず
︑
米
沢
藩
の
人
々
と
交
流
し
︑

し
ば
し
ば
藩
邸
を
訪
れ
て
は
公
の
遺
業
に
つ
い
て
質
問
し
︑
羹
牆
︵
聖
賢
を
仰
慕
す
る
︶

の
思
い
を
強
く
し
て
い
る
の
で
す
︒

東
園
侯
︵
上
杉
勝
義
︶
は
︑
米
沢
藩
の
支
藩
で
あ
る
新
田
藩
の
藩
主
で
あ
り
︑
鷹
山

公
の
近
親
で
す
︒
今
︑
来
朝
し
て
江
戸
の
藩
邸
に
住
み
︑
へ
り
下
っ
て
私
に
弟
子
の
礼

を
と
り
︑
教
え
を
請
う
て
こ
ら
れ
ま
し
た
︒
私
は
︑
ひ
と
た
び
官
吏
と
な
っ
て
か
ら
は
︑

学
問
を
廃
し
て
講
義
を
行
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
︑
そ
の
任
に
は
当
た
ら
な
い
と
固

辞
し
ま
し
た
が
︑
聞
き
入
れ
て
は
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
こ
で
仕
方
な
く
藩
邸
に

赴
い
て
謁
見
し
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
侯
は
私
に
会
う
や
打
ち
解
け
て
心
を
開
か
れ
︑
酒
も

入
っ
て
終
日
歓
談
し
︑
詩
を
応
酬
し
︑
古
今
の
成
敗
得
失
を
論
じ
︑
ま
る
で
庶
民
同
士

の
交
わ
り
の
よ
う
に
︑
身
分
の
差
を
忘
れ
て
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
︒
今
︑

米
沢
に
帰
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
私
は
侯
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
お
贈
り
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
︒

い
わ
ゆ
る
聖
賢
の
学
と
は
︑
経
世
の
学
︵
世
の
中
を
治
め
る
学
︶
で
あ
り
ま
す
︒
こ

れ
を
外
に
し
て
学
を
論
ず
る
な
ら
ば
︑
い
っ
た
い
︑
学
ぶ
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
︑
学

ば
な
い
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
︒
今
の
王
侯
大
人
で
学
を
好
む
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

な
者
も
︑
た
い
て
い
は
詩
文
の
技
巧
に
走
る
者
に
過
ぎ
ず
︑
博
識
に
努
め
て
新
奇
に
眩

み
︑
自
ら
の
好
み
に
し
た
が
う
だ
け
で
あ
り
︑
自
ら
の
心
身
を
修
め
て
家
国
を
治
め
る
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こ
と
︵
＝
修
己
治
人
︶
に
は
ま
る
で
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
を
経
世
と
い
え
る
で

し
ょ
う
か
︒
侯
が
江
戸
に
あ
り
し
日
に
は
︑
政
務
の
合
間
に
書
物
を
読
み
︑
先
儒
と
交

流
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
今
後
︑
米
沢
に
帰
ら
れ
る
と
︑
鷹
山
公
の
地
に
居
し
︑
鷹
山
公

の
事
績
を
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
文
官
は
安
ら
か
で
武
官
は
楽
し
み
天
下
は

太
平
で
あ
り
︑
仁
義
の
教
え
︵
＝
儒
教
︶
に
よ
っ
て
民
衆
を
教
化
し
て
い
ま
す
︒
こ
こ

に
お
い
て
︑
経
世
の
志
を
抱
い
て
経
世
の
学
を
講
じ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
徳
は
成
就
さ
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
そ
し
て
鷹
山
公
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
他
藩
の
人
々
か
ら
感

嘆
羨
望
さ
れ
︑
あ
あ
と
て
も
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒
さ
て
私
は

と
い
う
と
不
肖
者
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
︑
顔
を
高
ぶ
ら
せ
て
諸
侯
の
師
の
ご
と
く
ふ
る

ま
う
こ
と
な
ど
と
て
も
出
来
ま
せ
ん
︒
た
だ
侯
を
通
し
て
益
々
詳
細
に
鷹
山
公
の
治
績

に
つ
い
て
知
り
︑
心
ひ
そ
か
に
私
淑
の
益
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
を
喜
ん
で

お
り
ま
す
︒
ま
た
︑
侯
は
老
中
の
小
田
原
侯
︵
大
久
保
忠
真
︶
と
親
し
く
さ
れ
て
い
る

と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
︒
小
田
原
侯
は
賢
明
で
学
を
好
む
︵
底
本
は
﹁
好
賢
﹂
と
す
る

が
異
本
に
よ
り
﹁
好
学
﹂
と
改
め
た
︶
人
物
と
聞
い
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
よ
う
な
人
物

で
す
の
で
︑﹃
孟
子
﹄
に
い
う
﹁
大
い
に
為
す
有
ら
ん
︵
大
業
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す

る
︶﹂
の
志
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
ま
す
︒
今
︑
天
下
の
風
俗
は

日
に
日
に
薄
く
な
り
︑
諸
侯
の
困
窮
は
日
に
日
に
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
改
革
を
断
行
し
な
け
れ
ば
︑
行
き
尽
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ

て
︑﹃
詩
経
﹄
に
い
う
﹁
淪り
ん

胥し
ょ

し
て
以
て
鋪つ

ら

ぬ
る
︵
皆
が
次
々
に
陥
り
沈
む
︶﹂
の
よ
う

な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒
い
つ
の
日
か
︑
侯
が
上
京
し
て
老
中
︵
小

田
原
侯
︶
と
お
会
い
に
な
ら
れ
る
際
︑
改
革
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
て
そ
れ
を
実
行

に
移
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
一
藩
だ
け
の
改
革
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
︑
や
が
て
は
天

下
全
体
の
改
革
へ
と
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
︒
そ
の
時
は
︑
私
も
ま
た
そ
の
恩

恵
に
浴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
︒

以
上
が
︑
私
の
と
る
に
た
ら
ぬ
憂
世
の
心
で
︑
深
く
侯
に
望
む
所
で
あ
り
ま
す
︒
高

貴
な
人
に
取
り
入
っ
て
登
用
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
︑
た
と
え
愚
か
な
私
で
あ
っ
て

も
心
に
恥
じ
て
行
お
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
︒
侯
の
た
め
だ
け
に
経
世
を
論
じ
よ
う
と
し

た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
︒
侯
が
米
沢
へ
帰
ら
れ
る
に
及
び
︑
あ
え
て
一
言
を
申
し
上

げ
て
献
上
し
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
︒

︻
語
釈
︼

〇
偃
戈
＝
戈
︵
武
器
︶
を
ふ
せ
納
め
る
こ
と
︒
戦
国
の
世
が
終
焉
し
︑
江
戸
太
平
の
世
の
中
に
な
っ
た

こ
と
を
い
う
︒
元
和
偃
武
︒

〇
紀
の
南
龍
公
＝
紀
州
の
徳
川
頼
宜
︒

〇
常
の
黄
門
公
＝
常
陸

の
水
戸
光
圀
︒

〇
奥
の
土
津
公
＝
奥
州
の
保
科
正
之
︒

〇
備
の
芳
烈
公
＝
備
前
の
池
田
光
政
︒

〇
行
己
＝
﹃
論
語
﹄
公
冶
長
篇
に
﹁
有
君
子
之
道
四
焉
︒
其
行
己
也
恭
︑
其
事
上
也
敬
︑
其
養
民
也
惠
︑

其
使
民
也
義
﹂
と
あ
る
︒

〇
武
を
偃
せ
文
を
脩
め
＝
﹃
書
経
﹄
武
成
篇
に
﹁
⁝
乃
偃
武
修
文
︒
歸

馬
于
華
山
之
陽
︑
放
牛
于
桃
林
之
野
︑
示
天
下
弗
服
﹂
と
あ
る
︒

〇
剏
守
／
草
創
・
守
成
＝
創
業

と
守
成
︒﹃
貞
観
政
要
﹄
君
道
第
一
に
﹁
貞
観
十
年
︑
太
宗
謂
侍
臣
曰
︑
帝
王
之
業
︑
草
創
與
守
成
孰

難
︒
尚
書
左
僕
房
玄
齢
對
曰
︑
⁝
﹂
と
あ
る
の
を
参
照
︒

〇
述
職
＝
諸
侯
が
天
子
に
自
ら
の
職
務

を
報
告
す
る
︒
職
務
に
つ
く
︒﹃
孟
子
﹄
梁
恵
王
下
に
﹁
諸
侯
朝
於
天
子
曰
述
職
︑
述
職
者
述
所
職

也
︒﹂
と
あ
る
︒

〇
侯
度
＝
君
主
の
た
め
の
法
度
︒﹃
詩
経
﹄
大
雅
・
抑
に
﹁
質
爾
人
民
︑
謹
爾
侯

度
﹂
と
あ
る
︒

〇
白
河
楽
翁
公
＝
松
平
定
信
︒
陸
奥
白
河
藩
主
松
平
定
邦
の
養
子
︒
号
は
楽
翁
︒

天
明
七
年
︑
幕
府
の
老
中
首
座
と
な
り
︑
寛
政
の
改
革
を
断
行
し
た
︒

〇
治
行
＝
治
績

〇
言

わ
ず
し
て
信
ぜ
ら
る
＝
﹃
易
経
﹄
繋
辞
上
伝
に
﹁
⁝
默
而
成
之
︑
不
言
而
信
︑
存
乎
德
行
﹂︑﹃
中
庸
﹄

に
﹁
詩
云
︑
相
在
爾
室
︑
尚
不
愧
于
屋
漏
︒
故
君
子
不
動
而
敬
︑
不
言
而
信
﹂
と
あ
る
︒
他
︑﹃
礼
記
﹄

楽
記
篇
な
ど
に
も
用
例
あ
り
︒

〇
羹
牆
の
意
＝
前
輩
を
追
念
し
︑
聖
賢
を
仰
慕
す
る
こ
と
︒﹃
後

漢
書
﹄
李
固
伝
に
﹁
昔
堯
殂
之
後
︑
舜
仰
慕
三
年
︑
坐
則
見
堯
於
牆
︑
食
則
見
堯
於
羹
﹂
と
あ
る
︒

〇
退
然
と
し
て
燾
に
請
う
て
弟
子
の
礼
を
執
る
＝
東
園
侯
が
古
賀
穀
堂
に
弟
子
入
り
し
た
と
い
う
話

は
︑
鍋
島
家
文
庫
﹃
潜
窩
詩
文
稿

地
﹄
所
収
﹁
答
阪
千
丈
書
﹂︵
文
政
五
年
︶
に
も
﹁
東
園
賢
侯
不
以

僕
之
不
敏
︑
延
請
稱
師
︒
其
好
學
下
士
︑
實
所
希
覯
︒
可
謂
餐
霞
老
公
之
威
風
﹂︵﹃
佐
賀
県
近
世
史

料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
八
五
頁
︶
と
み
え
る
︒

〇
学
を
好
む
＝
﹃
論
語
﹄
等
に
多
く
み
ら
れ
る
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表
現
︒
例
え
ば
先
進
篇
に
﹁
季
康
子
問
︑
弟
子
孰
為
好
學
︒
孔
子
對
曰
︑
有
顏
回
者
好
學
︑
不
幸
短
命

死
矣
︑
今
也
則
亡
﹂
と
あ
る
︒

〇
今
︑
将
に
藩
に
帰
ら
ん
と
し
＝
﹃
上
杉
家
御
年
譜
﹄︵
巻
十
三
﹁
斉

定
︵
１
︶︑
米
沢
温
故
会
︑
昭
和
六
十
三
年
︶
に
よ
れ
ば
上
杉
勝
義
は
文
政
五
年
五
月
二
十
四
日
に
江

戸
を
発
ち
米
沢
へ
向
か
っ
て
い
る
︒

〇
閣
老
の
小
田
原
侯
＝
老
中
の
大
久
保
忠
真
︒
小
田
原
藩

主
︒

〇
大
い
に
為
す
有
ら
ん
＝
﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
下
に
﹁
⁝
故
將
大
有
為
之
君
︑
必
有
所
不
召
之

臣
︒﹂
と
あ
る
︒

〇
公
V
の
門
に
奔
走
し
て
＝
高
貴
な
人
た
ち
に
取
り
入
る
こ
と
︒
韓
愈
﹁
送
李
愿

帰
盤
谷
序
﹂
に
︑﹁
伺
候
於
公
V
之
門
︑
奔
走
於
形
勢
之
途
﹂
と
あ
る
を
踏
ま
え
る
か
︒

○
送
松
本(

木
)

魯
堂
序
︵
﹁
潜
窩
文
草
﹂
巻
二
︶

︽
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
藩
す
る
松
木
魯
堂
に
穀
堂
が
贈
っ
た
送
序
︾

︻
原
文
︼

送
松
本
魯
堂
序

凡
事
成
於
憂
而
敗
於
逸
︑
全
於
舊
而
毀
於
新
︒
人
情
莫
不
楽
逸
而
避
憂
︑
好
新
而
厭
舊
︒

其
成
敗
全
毀
之
迹
︑
昭
々
乎
古
今
同
符
︒
可
不
慎
乎
︒
古
之
聖
賢
︑
鴆
毒
宴
安
︑
而
率

由
舊
章
者
︑
豈
好
爲
茲
拘
々
乎
哉
︒
蓋
見
道
明
而
慮
事
精
︒
故
不
能
不
若
此
︒
至
於
後

世
︑
絹
淳
雕

(１
)

樸
︑
日
趨
黠
詐
︑
豊
豫
之
説
進
︑
而
薬
石
之
言
屏
︑
新
法
之
利
陳
︑
而
先

哲
之
訓
廃
︒
歴
観
古
今
︑
鮮
不
踵
斯
弊
︑
而
至
於
目
今
諸
侯
之
国
爲
特

(２
)

甚
︒
数
十
年
来

隨
風
侈
靡
︑
支
用
日
窘
︒
於
是
乎
狡
獪
之
吏
︑
奸
猾
之
商
︑
投
巇
乗
釁
︑
献

(３
)

諛
進
利
︑

暗
合
乎
君
相
之
心
︒
而

(４
)

亦
羣
小
侍
側
︑
蠱
惑
其
心
︑
退
愕
々
而
進
唯
々
︑
粉
更
政
令
而

不
顧
大
体
︒
民
怨
而
不
悟
︑
神
怒
而
不
省
︒
至
於
其
甚
者
︑
雖
有
知
者
︑
不
能
善
其
後

也
︒
嗚
呼
︑
使
賈
生
在
今
日
︑
則
其
可
慟
哭
流
涕
長
大
息
者
︑
恐
不
止
於
漢
文
之
時

(５
)

也
︒

松
木
魯

(６
)

堂
︑
米
澤
藩
之
巨
室
也
︒
従
其
大
人
在
東
都
藩
邸
︒
好
學
能
文
︑
慨
然
有
志
於

當
世
︒
今
将
帰
藩
︑
徴
余
一
言
︒
余
応
之
曰
︑
子
之
藩
之
鷹
山
公
者
︑
天
下
之
賢
君
也
︒

其
所
垂
統
而
爲
可
継
者
︑
後
嗣
之
君
謹
守
之
︑
足
以
治
國
而
称
賢
君
矣
︒
他
日
子
之
従

政
︑
率
由
舊
章
︑
而
不
眩
於
新
創
之
説
︑
指
陳
憂
患
︑
不
惑
於
逸
楽
之
言
︑
不
耀
名
沽

誉
︑
以
奏
実
効
︑
不
膠
柱
刻
舟
以
通
時
変
︑
則
於
従
政
乎
何
有
︒
雖
然
︑
沿
革
者
時
也
︒

取
舎
者
人
也
︒
若
子
之
藩
︑
則
固
非
他
藩
之
比
︑
而
他
藩
亦
安
得
墨
守
子
之
藩
法
而
已

也
哉
︒
然
而
楽
逸
而
避
憂
︑
好
新
而
厭
舊
者
︑
天
下
之
通
患
也
︒
故
余
論
政
︑
毎
持
此

説
︒
以
往
子
請
退
而
見
今
之
達
於
従
政
者
︑
以
質
其
當
否
也
︒

︹
校
注
︺
鍋
島
家
文
庫
﹃
潜
窩
詩
文
稿

天
﹄
所
収
﹁
送
松
木
魯
道
帰
米
澤
序
﹂︵
鍋
島
報
公
会
所
蔵
︑

佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
八
篇
第
五
巻
︑
五
六
九
頁
～
︶
と
の
対
校
︒

︵
１
︶﹁
樸
﹂
＝
﹁
璞
﹂
に
作
る
︒
︵
２
︶﹁
為
特
甚
﹂
＝
下
に
﹁
何
也
︒
大
朝
則
一
言
一
動
︒
所
係

至
重
︒
四
方
諸
侯
環
而
視
之
︒
祖
宗
之
法
︒
不
可
擅
變
︒
新
創
之
令
︒
不
可
俄
□
︒
一
有
不
中
︒

則
指
顧
之
間
︒
而
既
失
天
下
之
人
心
矣
︒
若
諸
侯
之
國
︒
則
事
體
稍
別
︒﹂
と
あ
り
︒
︵
３
︶﹁
諛
﹂

＝
﹁
策
﹂
に
作
る
︒
︵
４
︶﹁
亦
﹂
＝
下
に
﹁
有
﹂
字
あ
り
︒
︵
５
︶﹁
漢
文
之
時
也
﹂
＝
下
に
﹁
而

使
憂
世
之
深
若
范
仲
淹
者
遇
此
︒
則
憤
懣
竭
蹶
而
思
所
以
救
之
也
︒﹂
と
あ
り
︒
︵
６
︶﹁
松
木
魯

堂
﹂
＝
﹁
吾
友
魯
堂
松
木
君
者
﹂
に
作
る
︒

︻
書
き
下
し
文
︼

松
本(木

)

魯
堂
を
送
る
の
序

凡
そ
事
は
︑
憂
い
に
成
り
て
逸
に
敗
れ
︑
旧ふ

る

き
に
全
く
し
て
新
し
き
に
毀や

ぶ

る
︒
人
の
情

は
︑
逸
を
楽
し
み
て
憂
い
を
避
け
︑
新
し
き
を
好
み
て
旧ふ
る

き
を
厭
わ
ざ
る
莫
し
︒
其
の

成
敗
全
毀
の
迹
︑
昭
々
乎
と
し
て
古
今
に
符
を
同
じ
う
す
︒
慎
ま
ざ
る
可
け
ん
や
︒
古

の
聖
賢
︑
宴
安
を
鴆ち
ん

毒ど
く

と
し
て
旧
章
に
率
由
す
る
は
︑
豈
に
好
ん
で
茲こ

れ

が
為た

め

に
拘
々
た

ら
ん
や
︒
蓋
し
︑
道
を
見
る
こ
と
明
ら
か
に
し
て
事
を
慮
る
こ
と
精く

わ

し
︒
故
に
此
く
の

若ご
と

く
せ
ざ
る
能
わ
ず
︒
後
世
に
至
っ
て
は
︑
淳
き
を
絹う

す

く
し
璞
を
雕え

り
︑
日
に
黠
詐
に

趨
き
︑
豊
豫
の
説
に
進
み
て
薬
石
の
言
を
屏

し
り
ぞ

け
︑
新
法
の
利
を
陳
べ
て
先
哲
の
訓
え
を
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廃
す
︒
古
今
を
歴
観
す
れ
ば
︑
斯こ

の
弊
に
踵い

た

ら
ざ
る
こ
と
鮮す

く

な
く
し
て
︑
目
今
の
諸
侯

の
国
に
至
っ
て
は
特
に
甚
だ
し
と
為
す
︒
数
十
年
来
︑
風
に
随
い
て
侈
靡
し
︑
支
用
日

に
窘く
る

し
︒
是
に
於
い
て
か
︑
狡
獪
の
吏
︑
奸
猾
の
商
︑
巇
に
投
じ
釁
に
乗
り
︑
諛
を
献

じ
利
に
進
み
︑
暗
に
君
相
の
心
に
合
す
︒
而
し
て
亦
た
群
小
の
侍
側
︑
其
の
心
を
蠱
惑

し
︑
退
い
て
愕
々
︑
進
み
て
唯
々
︑
政
令
を
粉
更
し
て
大
体
を
顧
み
ず
︒
民
怨
む
も
悟

ら
ず
︑
神
怒
る
も
省
み
ず
︒
其
の
甚
だ
し
き
者
に
至
っ
て
は
︑
知
る
者
有
る
と
雖
も
︑

其
の
後
を
善
く
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
︒
嗚
呼
︑
賈
生
を
し
て
今
日
に
在
ら
し
め
ば
︑
則

ち
其
の
慟
哭
し
て
涕
を
流
し
︑
長
く
大
き
く
息
す
可
き
こ
と
︑
恐
ら
く
漢
の
文
の
時
に

止と
ど

ま
ら
ざ
ら
ん
︒
松
木
魯
堂
は
米
澤
藩
の
巨
室
な
り
︒
其
の
大
人
に
従
い
て
東
都
の
藩

邸
に
在
り
︒
学
を
好
み
文
を
能
く
し
︑
慨
然
と
し
て
当
世
に
志
す
こ
と
有
り
︒
今
︑
将

に
藩
に
帰
ら
ん
と
し
て
余
に
一
言
を
徴も
と

む
︒
余
︑
之
に
応
じ
て
曰い

う
︒
子
の
藩
の
鷹
山

公
は
︑
天
下
の
賢
君
な
り
︒
其
の
﹁
垂
統
し
て
継
ぐ
可
き
を
為
す
﹂
所
の
者
︑
後
嗣
の

君
︑
謹
ん
で
之
を
守
り
︑
以
て
国
を
治
め
て
賢
君
と
称
す
る
に
足
る
︒
他
日
︑
子
の
政

に
従
う
や
︑
旧
章
に
率
由
し
て
新
創
の
説
に
眩
ま
さ
れ
ず
︑
憂
患
を
指
陳
し
て
逸
楽
の

言
に
惑
わ
さ
れ
ず
︑
名
を
輝
か
し
誉
を
沽う

ら
ず
し
て
実
効
を
奏
し
︑
柱
に
膠

に
か
わ

し
舟
に
刻

ま
ず
し
て
以
て
時
変
に
通
ず
れ
ば
︑
則
ち
政
に
従
う
に
於
い
て
や
何
か
有
ら
ん
︒
然
り

と
雖
も
︑
沿
革
は
時
な
り
︒
取
舎
は
人
な
り
︒
子
の
藩
の
若ご
と

き
は
︑
則
ち
固も

と

よ
り
他
藩

の
比
に
非
ず
し
て
︑
他
藩
も
亦
た
安
ん
ぞ
子
の
藩
法
を
墨
守
す
る
を
得
る
の
み
な
ら
ん

や
︒
然
り
而
う
し
て
︑
逸
を
楽
し
み
て
憂
い
を
避
け
︑
新
し
き
を
好
み
て
旧
き
を
厭
う

は
︑
天
下
の
通
患
な
り
︒
故
に
余
︑
政
を
論
ず
る
に
︑
毎つ
ね

に
此
の
説
を
持
す
︒
以
往
︑

子
︑
退
を
請
う
て
︑
今
の
政
に
従
う
に
達
す
る
者
を
見
れ
ば
︑
以
て
其
の
当
否
を
質
せ
︒

︻
現
代
語
訳
︼

松
本(木

)

魯
堂
を
送
る
の
序

そ
も
そ
も
事
と
い
う
も
の
は
︑
憂
患
に
よ
っ
て
成
り
︑
逸
楽
に
よ
っ
て
敗
れ
︑
旧
古

に
よ
っ
て
全
う
さ
れ
︑
新
奇
に
よ
っ
て
毀こ
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
︒
人
と
は
生
来
︑
安
逸
を

楽
し
ん
で
憂
患
を
避
け
︑
新
奇
を
好
ん
で
旧
古
を
嫌
う
も
の
で
あ
る
︒
歴
史
を
振
り
返

れ
ば
︑
成
・
敗
・
全
・
毀
の
事
跡
は
明
ら
か
で
あ
り
︑

古
い
に
し
え

も
今
も
符
節
を
合
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
︒
慎
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
古
の
聖
賢
が
︑
享
楽
に
耽
る
こ
と

を
鴆
毒

ち
ん
ど
く

︵
猛
毒
︶
と
み
な
し
て
古
来
の
し
き
た
り
に
従
っ
た
の
は
︑
好
き
好
ん
で
こ
れ

に
こ
だ
わ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
︒
私
が
思
う
に
︑
古
の
聖
賢
は
︑
道
を
は
っ
き
り

と
知
り
事
を
精
細
に
考
察
し
た
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
け
の
話

で
あ
る
︒
時
代
が
下
る
と
︑
徳
は
薄
く
素
朴
さ
は
失
わ
れ
︑
日
に
日
に
狡
猾
と
な
り
︑

享
楽
話
に
ば
か
り
に
耳
を
傾
け
︑
自
ら
を
厳
し
く
諫
め
る
薬
石
の
言
を
斥
け
︑
新
法
の

利
ば
か
り
を
述
べ
て
︑
先
哲
の
教
訓
は
見
向
き
も
し
な
い
︒
古
今
を
俯
瞰
す
れ
ば
︑
こ

う
し
た
弊
害
に
陥
ら
な
か
っ
た
者
は
少
な
く
︑
現
今
の
諸
侯
の
国
に
お
い
て
は
特
に
甚

だ
し
い
︒
数
十
年
来
︑
こ
う
し
た
風
習
に
染
ま
っ
て
華
美
に
過
ご
し
︑
財
政
は
日
に
日

に
窮
乏
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
状
況
の
中
︑
狡
猾
な
官
吏
や
奸
猾
な
商
人
は
︑
す
き
に

乗
じ
︑
媚
び
へ
つ
ら
っ
て
は
利
益
を
貪
り
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
同
類
の
君
主
や

宰
相
と
心
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ま
た
数
多
の
侍
臣
た
ち
は
︑
主
君

の
心
を
惑
わ
し
︑
職
務
を
離
れ
れ
ば
侃
々
諤
々
と
持
論
を
述
べ
立
て
︑
職
務
に
あ
る
間

は
従
順
に
つ
き
し
た
が
い
︑
む
や
み
や
た
ら
に
政
令
を
変
更
し
て
大
局
を
見
よ
う
と
し

な
い
︒
民
衆
か
ら
恨
ま
れ
て
い
る
の
に
気
づ
か
ず
︑
神
々
が
怒
っ
て
い
る
の
に
省
み
る

こ
と
は
な
い
︒
さ
ら
に
ひ
ど
い
状
況
に
な
れ
ば
︑
た
と
え
そ
れ
に
気
付
い
て
い
る
者
で

あ
っ
て
も
︑
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
あ
あ
︑
漢
の
時
代
の
賈

誼
が
現
代
に
生
ま
れ
て
こ
う
し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
︑
き
っ
と
慟
哭
し
て

涙
を
流
し
︑
長
い
た
め
息
を
つ
い
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
の
嘆
き
は
︑

漢
の
文
帝
の
時
代
よ
り
も
激
し
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
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松
木
魯
堂
は
米
沢
藩
の
重
臣
で
あ
る
︒
そ
の
大た

い

人じ
ん

︵
東
園
侯
ヵ
︶
に
従
っ
て
江
戸
の

藩
邸
に
居
る
︒
学
を
好
み
文
に
巧
み
で
︑
壮
大
な
気
概
を
も
っ
て
今
の
世
を
変
革
し
た

い
と
い
う
志
を
抱
い
て
い
る
︒
今
︑
米
沢
藩
に
帰
る
に
当
た
り
私
に
一
言
を
求
め
て
き

た
の
で
︑
私
は
こ
れ
に
応
じ
︑
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
贈
る
こ
と
と
し
た
︒

貴
藩
の
鷹
山
公
は
︑
天
下
の
賢
君
で
あ
る
︒﹃
孟
子
﹄
に
﹁
後
世
に
続
く
手
が
か
り
を

残
し
︑
継
承
さ
れ
る
べ
き
事
を
な
す
﹂
と
あ
る
が
︑
鷹
山
公
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
り
︑

後
嗣
の
君
主
は
謹
ん
で
こ
れ
を
守
っ
て
お
り
︑
そ
の
治
績
は
賢
君
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
る
︒
今
後
︑
あ
な
た
が
政
治
に
参
画
さ
れ
れ
ば
︑
古
法
に
し
た
が
っ

て
新
奇
の
説
に
眩
ま
さ
れ
ず
︑
憂
患
を
語
っ
て
逸
楽
の
言
葉
に
は
惑
わ
さ
れ
ず
︑
上
辺

だ
け
の
名
声
を
求
め
ず
に
堅
実
に
職
務
を
こ
な
し
︑﹁
琴
柱
を
膠
に
か
わ

で
固
定
し
て
琴
を
弾

い
た
り
﹂︑﹁
舟
か
ら
水
中
に
剣
を
落
と
し
て
舟
端
に
目
印
を
刻
む
﹂
よ
う
な
こ
と
は
せ

ず
︑
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
に
臨
機
応
変
に
対
応
す
れ
ば
︑
政
治
を
行
う
上
で
何

の
問
題
も
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
世
の
移
り
変
わ
り
に
は
時
が
あ
り
︑
人
材

の
登
用
は
人
に
よ
る
︒
貴
藩
は
︑
他
藩
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
抜
き
ん
で
た
存
在

で
あ
る
︒
他
藩
が
︑
貴
藩
の
や
り
方
を
墨
守
す
る
こ
と
な
ど
と
て
も
出
来
は
し
ま
い
︒

そ
う
で
は
あ
る
が
︑
安
逸
を
楽
し
ん
で
憂
患
を
避
け
︑
新
奇
を
好
ん
で
旧
法
を
嫌
う
こ

と
は
︑
天
下
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
弊
害
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
私
は
政
治
を
論
ず
る
に

当
た
っ
て
︑
常
に
こ
の
説
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
︒
以
前
︑
貴
君
は
請
う
て
政
務
か

ら
退
き
︑
栄
達
し
て
政
治
を
と
り
お
こ
な
う
者
た
ち
を
観
察
し
て
い
た
と
思
う
が
︑
私

が
今
述
べ
た
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
ど
う
か
を
問
い
質
し
て
み
て
ほ
し
い
︒

︻
注
釈
︼

〇
宴
安
を
鴆
毒
と
し
＝
い
た
ず
ら
に
遊
び
楽
し
む
こ
と
は
猛
毒
の
鴆
毒
に
同
じ
と
い
う
意
︒
鴆
毒
は
︑

鴆
と
い
う
鳥
の
羽
に
あ
る
と
い
う
猛
毒
︒
出
典
は
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
閔
公
元
年
︒
他
に
﹃
韓
非
子
﹄﹃
史

記
﹄
等
に
も
あ
り
︒

〇
旧
章
に
率
由
す
＝
全
て
昔
の
し
き
た
り
に
従
う
︒﹃
詩
経
﹄
大
雅
・
假
楽
に

﹁
不
愆
不
忘
︑
率
由
旧
章
﹂
と
あ
る
︒

〇
薬
石
の
言
＝
戒
め
の
言
葉
︒

〇
賈
生
＝
賈
誼
︒
前
漢

の
学
者
・
政
治
家
︒
若
く
し
て
洛
陽
の
秀
才
と
う
た
わ
れ
た
︒
文
帝
に
重
用
さ
れ
︑
漢
王
朝
の
基
礎
を

固
め
る
諸
事
業
に
着
手
し
た
が
︑
重
臣
ら
の
反
対
に
あ
っ
て
長
沙
に
左
遷
さ
れ
た
︒
文
章
家
・
思
想
家

と
し
て
も
知
ら
れ
る
︒

〇
巨
室
＝
代
々
仕
え
て
い
る
重
臣
や
そ
の
家
柄
︒﹃
孟
子
﹄
離
婁
上
に
﹁
為

政
不
難
︑
不
得
罪
於
巨
室
︒
巨
室
之
所
慕
︑
一
國
慕
之
︒
⁝
﹂
と
あ
る
︒

〇
垂
統
し
て
継
ぐ
可
き

を
為
す
＝
き
っ
か
け
を
築
い
て
後
世
に
続
く
手
が
か
り
を
残
し
︑
後
に
継
が
れ
る
べ
き
こ
と
を
な
す
︒

﹃
孟
子
﹄
梁
恵
王
下
に
﹁
君
子
創
業
垂
統
︑
為
可
継
也
﹂
と
あ
る
︒

〇
誉
を
沽
る
＝
名
を
売
る
︒

〇
柱
に
膠
す
＝
琴
柱
に
膠
す
︒
固
定
化
さ
れ
て
琴
の
調
子
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
転
じ
て
︑

物
事
に
こ
だ
わ
っ
て
融
通
が
き
か
な
い
の
意
︒
出
典
は
﹃
史
記
﹄
廉
頗
藺
相
如
列
伝
︒

〇
舟
に
刻

む
＝
古
い
し
き
た
り
を
守
っ
て
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
気
づ
か
な
い
こ
と
の
例
え
︒
出
典
は
﹃
呂
氏

春
秋
﹄
慎
大
覧
・
察
今
︒

〇
沿
革
＝
物
事
が
移
り
変
わ
る
こ
と
︒
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