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通
俗
民
権
論
緒
言

近
來
は
法
學
次
第
に
上
達
し
て
著
書
課
文
も
澤
山
な
れ
ど
も
其
論
ず
る
所
何
れ
も
高
尚
に
し
て
字

を
知
ら
ざ
る
者

に
は
通
用
せ
ず
假
令
ひ
或
は
字
を
知
る
者
に
て
も
西
洋
流

の
教
育
を
経
ざ
る
者
は

英
字
を
護
て
其
文
意
を
解
す

こ
と
能
は
ず
故
に
民
権
論

の
如
き
も
全
図
未
だ
其
名
を
知
ら
ず
或
は

英
名
を
知
る
も
其
義
を
解
せ
ざ
る
者
多
し
、
よ
く
高
尚
な
る
議
論
を
讃

て
眞
に
民
権

の
旨
を
解
し

た
る
者
は
上
等
肚
會

僅

々
の
数

の
み
蓋

し
本
編

の
適
と
す
る
所
は
上
等
社
倉

の
學
者
を
ば
之
を
除

て
專
ら
俗
間

の
人
を
相
手

に
す
る
の
積
り
な
れ
ば
其
所
論
唯
簡
易
明
白
を
主
と
す
る
の
み
即
ち
表

題
に
も
通
俗
の
二
字
を
冠
す
る
由
縁
な
り

民
権

の
論
あ
れ
ば
又
随

て
實
際

の
仕
事
な
か
る
可
ら
ず
其
仕
事

の
手
始
は
人
民
會
議
よ
り
外
な
ら

ず
會
議

の
手
纏
は
先
年
余
輩

の
著

し
た
る
會
議
辮

一
冊
あ
り
就

て
見
る
可
し
又
頃
日
肚
友
小
幡
氏

も
議
事
必
携

一
冊
を
講
述
し
て
印
刷
に
附
せ
ん
と
せ
り
畿
党

の
上
は
世
人
の
便
覧
に
適
す
る
こ
と
、
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り

　
近

来
の
著
述
書

に
も
翻
講
書

に
も
権
利

、
権
限

、
権
力

、
権

現
、
国
権

、
民
権

、
な

ど
の
文
字

甚

だ
多
く

し
て
横
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

しら

字
謹
む
人
轍

叉
は
博
く
課
書

を
調

べ
た

る
學
者

に
は
其
意
味

も
分

る
こ
と

な
れ
ど
も
元
と
支
那

に

て
も
日
本

に
て
も
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

しろ
うと

文
字
を
今

日
通
用
す

る
此
意
味

に
用
ひ
た

る
は
甚

だ
稀

な
る
が
故

に
素
人

に
は
解
し
難
し
去
漣
文
字

の
用
は
日
に
流
行

し
て
殆
ど
世
附
通

用
の
言
葉

と
爲
り
今

更
其
意
味

を
人

に
質
問
す

る
も
何
か
愚

に
し
て
恥

か
し
き

様

に
思
は

れ
途

に
之

を
合
馳

せ
す
し
て
世
を
渡

る
者

も
な
き
に
非

命
其

こ

れ
を
合
鮎

せ
す
し

て
當
人

の
不
自
由
不
便
利

た

る
可
き
は
姑
く
間

き
之

が
爲

に
世

間

一
般

の
間
違
を
生

じ
て
容
易

に
出
来

べ
き
仕
事
も
出
来

す
速

に
除
く
可

き
害
を

も
除
く
可
ら
ざ

る
こ

と
多
し
歎

か
は
し

き
次
第
な
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

おど

　
抑

も
権
と
は
権
威
な

ど
の
熟
語

に
用
ひ

て
強
き
者

が
弱

き
者
を

無
理
無
燈

に
威

し
付
け
て
胤
暴

を
働
く

の
義

に
非
す

叉
弱
き
者

が
大
勢

寄
集
り
て
無
理
無
法

な
る
こ
と
を
唱
立

て
其
勢

に
て
働

暴
を
働

く

の
義

に
も
非

す
翼
眞

の
意
味
を
通
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俗

民

権
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ん

俗
に
和
解
す
る
は
沖
　も
む
つ
か
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
先
づ
灌
と
は
分
と
云
ふ
義
に
讃
て
可
な
ら
ん
.即
ち
身
分
と
云
ひ
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

いち
ぷん

分
と
云
ひ
分
限
と
云
ひ

一
分
と
云
ふ
が
如
き
分
の
字
に
は
自
か
ら
灌
理
の
意
味
あ
り
讐

へ
ば
雇
入

へ
給
料
を
與
る
主
入

の
身
分
と
し
て
此
雇
人
を
約
束
の
通
り
に
召
使
ふ
鳳
圭
入
の
灌
理
な
り
叉
下
女
下
男
の
身
分
と
し
て
毎
日
酒
を
飲
み
馳

走
に
預

る
こ
と
は
叶
は
ざ
れ
ど
も
主
人
の
家

に
起
居
し
て
十
分
に
食
物
を
喰

ふ
は
當
然
の
こ
と
な
り
若
し
も
其
主
人
な

る
も
の
鄙
劣
に
し

て
牛
生
食
物
の
分
量
を
も
差
圖
せ
ん
と
す
る
こ
と
あ
れ
ば
帥
ち
下
女
下
男
の
分
限
を
切
縮

る
も
の
に

し
て
方
今
流
行
の
語
を
用
れ
ば
其
灌
限
を
犯
す
も
の
と
云
ふ
可
し
又
封
建
の
時
代
に
士
族
た
る
者

が
何
か
恥
辱
を
蒙
れ

ば
武
士
の

一
分
相
立
た
す
と
て
大
に
怒
る
こ
と
あ
b
郎
ち
此

一
分
と
は
武
士
た
る
者

の
灌
理
と
云
ふ
こ
と
に
て
分
の
字

と
灌

の
字
と
其
意
味
誠
に
よ
く
符
合
せ
り
響

へ
ば
昔
し
帯
刀
し
て
馬
に
乗
る
は
武
家
の
身
分
に
限
b
た
る
菟
許
な
b
し

に
百
姓
町
人
な
ぎ
が
私
に
騎
馬
し
て
武
士
に
行
逢
ひ
却
て
武
士
を
し
て
道
を
避
け
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
暴
動
あ
れ
ば

武
士
の
面
目
は
之

が
爲
に
稼
さ
れ
て
其

一
分
相
立
た
す
即
ち
擢
理
を
犯
さ
れ
た
る
こ
と
な
b

　
右
は

一
人
の
身

に
關
す
る
擢
理
な
れ
ど
も

一
入
に
罐
理

あ
れ
ば

一
村

一
町
に
も
灌
理
あ
り

一
郡

一
縣
に
も
罐
理
あ
り

郡
縣
集
り
て

一
國
と
な
れ
ば
又

一
國
の
樺
理
あ
り
即
ち
民
灌
國
灌
の
名
あ
る
由
縁

に
し
て
民
権
と
は
入
民
た
る
者
の

一

分
な
り
國
灌
と
は
濁
立
國
た
る
者

の

一
分
な
b
禦

へ
ば

一
村

一
町
の
入
民
が
申
合
し
て
火
附
盗
賊
の
用
心
を
爲
し

一
郡

一
縣
の
相
談
に
て
道
路
橋
梁
の
普
請
を
企
て
或
は
宮
寺
の
建
立
、
相
撲
芝
居
の
興
行
、
或
は
學
校
の
設
立
、
病
院
衛
生

嘘o



の
方
法
等
を
商
議
し
て
其
廃
置
を
施
す
は
村
町
の
罐
内
に
在
る
事
に
し
て
他
よ
b
之
れ
に
手
を
出
す
の
理
な
き
筈
な
れ

ど
も
若
し
も
其
相
談
商
議
不
行
届
に
し
て
他
の
村
町
の
入
に
任
す
る
歎
叉
は
政
府
に
依
頼
し
て
進
退
を
仰
ぐ
と
き
は
其

村
町
の

一
分
は
立
た
ぬ
繹

な
り
、
さ
れ
ど
も
是
等

の
廃
置
を
施
す
は
決
し
て
容
易
な
る
こ
と
に
非
す
土
地
の
風
俗
人
情

を
察
し
事
の
順
序
手
績
を
考

へ
財
を
集
め
財
を
散
じ
真
際
に
は
種
々
様
々
の
故
障
も
起
り
動
も
す
れ
ば
村
町
人
民
の
自

力
に
及
ぱ
す
し
て
止
む
を
得
す
他

に
依
頼
す
る
こ
と
あ
り
他
人
の
力
を
借
用
し
て
己

が
事
を
爲
せ
ば
其
事
は
固
よ
b
意

の
如
く
な
ら
す
し
て
必
ず
不
平
な
き
を
得
す
所
謂
民
権
の
伸
び
ざ
る
も
の
な
b
人
民
と
政
府
と
の
釣
合
は
此
民
権
の
伸

る
と
締

る
と
の
間
に
在
り
て
其
事
論
も
常
に
此

一
事
の
外
な
ら
ざ
る
な
b

　
世
人
動
も
す
れ
ば
民
灌
の
字
義
を
誤
解
し
て
下
々
の
者

が
謂
れ
も
な
く
妄

に
威
張
る
を
以
て
此
義
と
思
ふ
者
な
き
に

非
す
故
に
思
慮
あ
る
者
は
其
名
を
聞
て
先

づ
之
を
厭
ひ
政
府
も
亦
こ
れ
葛
悦

ぱ
す
し
て
殆
ど
世
間
の
禁
句
た
る
が
如
し

然
り
と
難
ど
も
今
の
政
府
の
本
趣
意
に
於
て
事
實
民
権

の
起
る
を
嫌

ふ
こ
と
な
れ
ば
止
む
を
得
ざ
る
次
第
な
れ
ど
も
決

し
て
然
る
に
非
す
政
府
は
既
に
封
建
の
大
名
を
潰
し
士
族
を
倒
し
た
り
民
灌
を
重
ん
す
る
の
實
讃
こ
れ
よ
り
明
な
る
は

な
し
然

る
に
此
文
字
の
禁
句
た
る
は
全
く
其
誤
解

に
生
じ
た
る
も
の
に
し
て
恰
も
民
擢
の
二
字
の
面
に
泥
を
塗
た
る
が

如
し
文
字
の
不
仕
合
と
云
ふ
可
し
民
灌
の
趣
意
は
元
來
奇
事
に
非
す
珍
談

に
非
す

一
口
に
云

へ
ば
人
民

が
其
身
其
家
に

關
係
す
る
戸
外
の
事
に
就
て
不
分
明
の
箇
條
あ
れ
ば
不
審
を
起
し
て
之
を
詮
索
す
る
こ
と
な
b
政
府
と
人
民
と
の
間
に

　
　
　
　
　
　
蓮

俗
民

擢
諭
　
　
　
　.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-　
　
　
　
　

四
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は
法
律

の
約
束
も
あ
り
出
入
差
引
の
勘
定
も
あ
b
是
等
の
事
に
付
き
分
り
難
き
こ
と
も
あ
ら
ん
が
故
に
遠
慮
な
ぐ
颯

々

乏
詮
索
す
る
ま
で
の
こ
と
に
し
て
決
し
て
不
思
議

に
も
奇
怪
に
も
非
ざ
る
は
論
を
侯
た
す
し
て
明
な
り
叉
政
府
の
六
趣

.
意
に
於

て
も
固
よ
り
之
を
忌
み
嫌
ふ
に
非
す
實
は
其
挽
ぷ
所
な
り
試
に
見
よ
古
今
天
下
に
凱
を
好
み
観
を
企
る
者
は
必

ず
僻
遠
の
地
に
多
く
し
て
都
府
の
下
に
稀
な
り
其
然
る
由
縁
は
何
ぞ
や
政
府
の
令
す
る
所
必
す
し
も
都
鄙
に
從
て
殊
な

る
に
は
非
ざ

れ
ど
も
田
舎
の
地
方
に
て
は
動
も
す

れ
ば
政
法
を
誤
解
す
る
こ
と
多
け
れ
ば
な
り
政
法
の
旨
は
布
令
の
文

,面
外
に
在
て
存
す

る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
故
に
都
府
の
人
民
な
れ
ば
親
&
く
政
府
の
實
際
を
見
て
左
ま
で
意
に
留
る
に

足
ら
ざ

る
事
柄

に
て
も
僻
遠

の
田
舎
に
て
は
唯

一
片
の
布
告
文
を
讃
て
之
に
驚
き
其
文
面
を
以
て
直
に
政
府
の
意
を
測

量
し
て
徒
に
疑
念
を
抱
く
音
な
き
に
非
す
必
覧
事
物
の
不
審
を
不
審
の
ま

＼
に
捨
て
、
詮
索
せ
ざ
る
の
罪
に
し
て
固
よ

b
政
府
た
る
も
の
＼
悦

ぶ
所
に
非
す
之
を
響

へ
ば
人
の
著
書
を
讃
て
誤
文
も
落
字
も
頓
着
せ
す
版
本
の
ま

・
に
之
を
解

し
て
本
文
全
面
の
意
味
を
誤
解
す
る
が
如
し
著
者
は
護
者

の
軽
信
を
悦
ば
す
し
て
却
て
霧
に
其
不
注
意
を
怨
む
こ
と
な

ら
ん
蕾

に
譲
文
落
字
の
み
な
ら
す
限
あ
る
人
智
を
以
て
著
し
た
る
書
な
れ
ば
其
立
論
の
旨
に
も
往
々
粗
漏
な
る
も
の
多

か
ら
ん
若
し
も
世
間

に
此
著
書
を
讃

て
深
切
に
之
を
吟
味
詮
索
し
て
不
審
を
質
問
す
る
者
あ
ら
ば
如
何
な
る
著
述
家
に

て
も
之
を
悦
ば
ざ
る
も
の
は
な
か
る
可
し
我

が
著
書
の
誤
謬
を
質
し
我

が
立
論
の
旨
に
啄
を
容
る

・
は
我

が
家
の
禁
句

な
b
之
を
犯
す
は
我

れ
を
軽
侮
す
る
に
當
る
な
ど

＼
て
艶
然
と
し
て
怒
る
者
は
眞
の
著
述
者
に
は
非
ざ
る
な
り
今
入
民

、



、

　 '

!
了

簡

ρ

の
政
府
に
封
ず
る
は
猫
護
者
の
著
者

に
於
け
る
が
如
し
法
律
の
約
束
出
納
の
勘
定
等
其
他
地
方
の
事
務
に
付
き
不
審
を

質
し
て
安
身
の
地
位
を
氷
る
は
甚
だ
尋
常
な
る
道

に
し
て
毫
も
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り

　
抑
も
民
権

の
伸
び
ざ
る
原
因
は
必
覧
人
民
の
無
智
無
徳
に
由
る
も
の
に
し
て
之
を
要
す
る
に
政
府
は
智
に
し
て
人
民

は
愚
な
る
が
爲
に
自
か
ら
智
者
の
厘
制
を
受
る
の
繹
な
れ
ど
も
合
議
に
官
民
の
別
な
く
全
図
の
人
を

一
様

に
見
渡
し
て

・一
膿
に
思
な
る
國
人
な
れ
ば
美
園
に
於

て
政
府
に
在
る
人
の
み
別
段
に
智
力
あ
る
可
き
の
理
な
し
人
民
愚
な
れ
ば
政
府

も
亦
愚
な
ら
ん
人
民
智
な
れ
ば
政
府
も
亦
智
な
ら
ん
、
さ
れ
ば
民
権
の
伸
び
ざ
る
は
必
ず
し
も
政
府
と
人
民
と
智
愚
の

殊
な
る
繹
と
も
思
は
れ
す
然

る
に
今
日
の
事
實
を
見
る
に
學
問

の
道
開
け
す
し
て
知
見

に
乏
し
き
図
柄
に
於
て
は
厘
制

の
政
よ
く
行
は
れ
て
民
権
の
伸
び
ざ
る
は
何
ぞ
や
必
覧
愚
人
の
集
會
し
た
る
愚
人
國
に
於
て
愚
政
府
と
愚
人
民
と
相
野

す
れ
ば
其
間
に
座
制
の
行
は
る

＼
こ
と
に
て
歴
制
は
双
方
相
持
ち
の
愚
に
由
て
生
す
る
も
の
な
り
と
云
て
可
な
ら
ん

　
叉

一
説
に
世
の
文
明
開
化
を
何
程
に
進
め
て
其
頂
上
に
達
す
る
も
愚
者

が
智
者

に
制
せ
ら
る
＼
は
自
然
の
勢
に
し
て

之
を
避
く
可
ら
す
故
に
愚
人
國
に
て
は
愚
中
の
智
者
が
衆
愚
人
を
座
し
智
人
國
に
て
は
智
中
の
智
者

が
衆
智
者
を
制
す

る
の
み
に
し
て
其
墜
制
の
實
は
智
も
愚
も
異
な
る
な
し
と
錐
ゼ
も
愚
者
の
歴
制
は
其
外
面
の
形
容
見
苦
し
く
し
て
よ
く

人
の
目
に
見
え
智
者
の
歴
制
は
巧
に
し
て
人
の
目
に
見
苦
し
か
ら
ざ
る
の
差
別
あ
る
の
み
響

へ
ば
日
本
に
て
蕾
幕
府
の

時
代
に
政
府
の
役
人
叉
は
諸
藩
の
武
士
が
威
張
り
廻
り
て
道
中
の
旅
籠
を
喰
倒
し
人
足
を
勝
手
に
使
役
し
笹
緑
世
官
安

　
　
　
　
　
　
通

俗
民

権

論
　
　
　
,　

,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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四
六

閑
と
し
τ
百
姓
を
苦
し
め
た
る
は
歴
制
の
見
苦
し
き
も
の
な
り
又
西
洋
諸
国
に
て
法
律
を
喧
し
く
唱
立

て
私
有
の
権
利

　
　
　
　
か
ム　　
　
　　
　
　き
き

と
云

へ
ば
髪

の
毛
の
端
を
も
事
ひ
次
第

に
財
産
を
積
み
貯

れ
ば
世

々
子
孫
こ
れ
を
失
ふ
の
心
配
な
く
し
て
安
閑
気
楽
に

此
世
を
渡
り
食
人
は
貧
極
b
て
衣
食
を
得
る
の
方
便
な
き
に
苦
し
み
富
人
は
富
極
b
て
其
富
を
用
る
の
方
便
な
き
に
苦

し
む
が
如
き
は
所
謂
貧
富
の
封
建
笹
緑

に
し
て
是
亦
厘
制
の
甚
し
』.仙も
の
な
れ
ど
も
其
仕
組
少
し
く
巧
な
る
の
差
物
あ

る
の
み
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

'

　
さ
れ
ば
世
の
文
明
開
化
を
遮
る
も
叉
随
て
貧
富
の
封
建
笹
緑
を
生
じ
て
人
民
の
灌
利
の
爲
に
は
全
ぐ
甲
斐
も
な
き
が

如
く
に
思
は
れ
疎
漏
な
る
學
者
は
心
得
違
し
て
歴
制
は
入
間
世
界
普
通
の
情
態
な
り
権
力
あ
る
者
は
遠
慮
な
く
我
儘
を

働
く
呵
し
な
ど

、
漠
然
た
る
大
言
を
吐
く
音
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
前
論
に
云

へ
る
貧
富
の
封
建
世
禄
は
全
図
の
人
民

一

般
の
間
に
相
互
に
行
は
る
、
所
の
歴
制
に
し
て
政
府
と
人
民
と
相
対
し
た
る
も
の
に
非
す
、
人
間
肚
會
自
然
の
勢
に
し

て
政
府
た
る
も
の
が
直
に
手
を
下
し
て
人
民
の
権
利
を
妨
る
も
の
に
非
す
故
に
此
話
鳳
姑
く
之
を
測
の
事
と
し
て
間
き

今
本
編
の
主
義
と
し
て

一
方
に
政
府
を
立
て

一
方
に
人
民
を
立

つ
れ
ば
上
の
産
制
を
免
か
れ
て
下
の
権
利
を
伸
ば
さ
ん

芝
を
勉

め
ざ
る
可
ら
す
而
し
て
其
之
を
伸

げ
す
の
法
は
前

に
意
表

へ
る
和
ぐ
大
勢
寄
集
り
て
無
理
無
法
に
働
暴
を
働
く

に
在
ら
す
唯
人
民

一
般

の
智
力
を
養
ひ
育
て

、
根
気
よ
く
己

が
説
を
唱

へ
己

が

一
分
を
主
張
す
る
の

一
策
あ
る
の
み

　
愚
人
國
な
れ
ば
政
府
も
亦
愚
な
る
筈
な
れ
ど
も
愚
図
に
て
も
御
国
に
て
も
政
府
の
人
数
は
人
民

の
藪
に
比
す
れ
ば
甚



だ
少
な
く
し
て
入
撰
も
よ
く
行
届
き
少
人
数
に
て
も
智
力
の
分
量
は
甚
だ
多
し
之
に
反
し
て
人
民
の
中
に
も
人
物
画
よ

り
多
し
と
錐
ど
も
其
入
物
の
智
力
を
大
勢
の
愚
民
の
問
に
平
均
し
て
僅
に

一
二
の
智
を
以
て
千
百
の
愚
に
調
合
す
る
が

故
に
其
働
く
所
劇
烈
な
ら
ず
之
を
酒
精
に
壁
着
れ
ば
政
府

の
智
力
は
少
な
し
と
錐
ど
も
純
粋
な
る
が
如
く
人
民
の
智
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ　　
　
　　
　
　　
　
　
　　う
す

多
し
と
錐
ど
も
水
に
和
し
た
る
が
如
し
甲
は
濃
く
し
て
乙
は
稀
き
が
如
し
古
来
民
間
に
入
物
を
生
じ
て
往
々
事
を
企
れ

ど
も
失
敗
す
る
者
多
く
、
政
府
の
入
は
左
ま
で
の
才
力
も
な
く
し
て
相
懸

に
事
を
駕
し
其
實
は
入
物
に
非
す
し
て
入
物

ら
し
く
見
ゆ
る
者
少
な
か
ら
ざ
る
は
必
覧
其
仲
間
全
艦
の
智
力
に
濃
稀
の
別
あ
る
に
出
て
致
す
も
の
と
知
る
可
し

　

一
人

一
個
の
智
慧
を
問
は
す
し
て
仲
間
全
膿
に
就
て
論
ず
れ
ば
政
府
は
智
に
し
て
人
民
は
愚
な
り
と
云
は
ざ
る
を
得

す
愚
者
が
智
者
に
厘
制
せ
ら
る

＼
は
自
然
の
勢
に
し
て
結
局
政
府
と
人
民
と
其
智
力
相
互
に
拮
抗
す
る
ま
で
は
民
権
を

伸

ば
す
の
日
あ
る
可
ら
す
然
り
と
錐
ど
も
年
久
し
き
國
の
習
慣
風
俗
に
由
り
て
は
此
智
愚
の
割
合
に
拘
は
ら
す
し
て
民

権
を
妨
げ
ら
る
＼
こ
と
み
り
讐

へ
ば
維
新
以
前
の
日
本
人
も
以
後
の
日
本
入
も
其
智
愚
に
著
し
き
相
違
あ
る
可
ら
す
然

る
に
民
権
の
伸
縮
如
何
を
昇
れ
ば
今
日
の
人
民
は
昔
日
に
比
し
て
大
に
其
権
利
を
伸
ば
し
政
府
は
大
に
其
屋
制
を
減
じ

た
b
と
云
は
ざ
る
を
得
す
奮
幕
府
の
時
代
に
盗
賊
に
物
を
奪
は
れ
て
既
に
其
物
を
失
ひ
又
盗
難
の
掛
り
合
を
免
か
れ
ん

が
爲
に
賄
賂
を
用
ひ
て
歎
願
書
を
射
し
二
重
の
財
を
損
し
て
役
人
に
叱
ら
る

＼
が
如
き
雁
制
無
法
の
沙
汰
は
今
日
絶
て

之
を
聞
か
す
是
等
を
計
れ
ば
枚
暴
に
逗
あ
ら
す
僅
に
十
飴
年
の
問
に
官
民
の
釣
合
雲
泥
の
相
違
と
云
ふ
可
し
然
b
而
し

　
　
　
　
　
　
通

俗

民
…橿
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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　四
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暴

て
今
日
の
此
釣
合
果
し
て
其
當
を
得
た
る
も
の
歎
未
だ
知
る
可
略
す
然
ば
則
ち
奮
政
府
の
時
に
人
民
の
卑
屈
に
し
て
其

権
利
の
縮
み
た
る
は
智
愚
の
割
合
を
外
れ
て
法
外
に
縮

み
た
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
す
智
愚
を
目
安
に
せ
す
し
て
民

灌
に
伸
縮
あ
れ
ば
其
伸
縮

の
原
因
は
國
の
習
慣
風
俗
に
在
て
存
す
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
す
蕾
習
古
俗
は
十
数
年
を

以
て
容
易
に
攣
革
す
可
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
余
輩
篇
に
思
ふ
に
今
日
に
て
も
人
民
た
る
も
の
が
少
し
く
蕾
習
を
脱
し
て

心
を
用
る
こ
と
あ
ら
ば
必
す
大

に
民
灌
を
伸
ば
す

に
至
る
可
し
今
の
人
民
は
決
し
て
愚
な
ら
す
其
智
力
の
度
と
権
利
の

度
と
相
比
較
し
た
ら
ば
準
均
し
て
灌
利
の
方
低
き
こ
と
な
ら
ん
今
の
政
府
は
決
し
て
厘
制
を
好
む
も
の
に
非
す
政
府
中

如
何
な
る
人
に
て
も
抑
歴
專
制
を
國
の
美
事
と
し
て
永
久
に
施

さ
ん
と
す
る
者
は
萬

々
こ
れ
な
き
を
誰
す
可
し
若
し
も

今
日
の
實
際
に
於
て
歴
制
に
似
た
る
庭
置
あ
ら
げ
其
庭
置
は
官
吏

が

一
時
止
む
を
得
ざ
る
も
の
と
思
ふ
て
之
を
行
ふ
こ

と
な
り
政
府
は
墜
制
を
好
ま
す
人
民
は
塵
制
を
菟
が
れ
ん
と
し
て
伺
双
方
の
間
に
不
午
あ
る
は
其
罪
蓋
し
古
來
の
習
俗

と
官
民
の
不
注
意
と
に
在

る
も
の
な
ら
ん

、

第

二

章

　
官
民
職
分
之
事

　
餅
は
餌
屋
酒
は
酒
屋
各
職
分
あ
b
濁
立
の

一
國
あ
れ
ば
政
府
な
か
る
可
ら
す
國
を
守

る
爲
に
は
兵
備
入
用
な
り
罪
人

あ
れ
ば
刑
法
入
用
な
り
政
府
を
支
る
に
は
租
税
の
法
な
か
る
可
ら
す
外
國
と
交
る
に
は
條
約
な
か
る
可
ら
す
暦
の
法
を
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定

め
年
號

を
撰
び
貨
幣

の
位

を
分
ち
其
名
目
を
走
る
等

此
他
都

て
全

國

一
般

に
及
ぼ
し
て
人
民
惣

禮

の
關
係
た

る
可
き

事

は
必
ず
政
府

の

一
手
に
引
受
け
國
内

の
各
庭
に
於

て
臓

却
の
廃
置

あ
る
可
ら
す
學
者

の
胃
薬

を
用

れ
ば
之
を

甲
央
政

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

は
キ　だ
づ

府

の
政
権
と
云

ふ
叉
都

鄙

の
地
方

に
て
人
民

が
相
談

の
上

に
て
井
戸

を
凌

へ
芥

溜
を
掃
除
し
火
の
用

36
夜
廻

り
の
番

を

　
　

き
くム
ち

設
け
作
道
を
開
き
土
橋
を
掛
け
宮
寺
を
建
立
し
常
夜
燈
を
澄
し
師
匠
を
招

待
し

て
町
村

の
子
供
を

教

へ
藝
.人
を

雇
ふ
て

手
躍

を
催

ふ
す
等

の
事
は
年
久
し
き

仕
来

に
て
是
等

の
相
談

に
付
き
町
村

の
人
民

が
寄
合
ひ
入
用

の
鑓
米

を
取
立

て
其

道
梯
を
爲
し

て

一
町

一
村

の
便
利
を
起
し
町
内

繁
昌
村

甲
安
全

の
趣
意
を
達
す

る
は
固
よ
b
政
府

の
關

る
所

に
非
す
し

て
町
村

の
灌
内

に
在

る
こ
と

な
り
之

を
地
方

の
治
権
と
云

ふ
治
纏
…は
地
方

の
人
民

に
て
取
扱

ふ
可

き
も
の
な
り
今
學
者

ら
し

き
文
字
を
用

ひ
て
道
路
橋
梁
堤
防

の
帯
繕

、
學
稜
肚
寺

の
事
務
衛
生

の
方
法

な
ど
云

へ
ば
こ
そ
下
民

の
蹴

る
可
き

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
く
みち
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
ぼ
き
だめ

も

の
に
非
ざ

る
や
う
に
見

ゆ

れ
ど
も
作
道

と
土
橋
は
道
路
橋
梁

な
り
手
習
師
匠
を

雇
ふ
は
學
校

の
事
務
な
b
芥
溜

の
掃

除
す

る
は
衛

生

の
方
法

な
り
何
れ
も
皆
吉
よ

り
人
民

の
取
扱

ひ
來
り
し
も

の
な

れ
ど
も

兎
角
其
習

慣

に
て
大
事
を
企

る

こ
と
稀

な
b
し

が
故
に
今

日
に
在

て
も
少

し
く
新
奇

な
る
事

に
逢

へ
ば
之

に
驚

き
動

も
す

れ
ば
政

府

に
依
頼

せ
ん
と
し

て
之

が
爲
に
次
第

に
人
民
の
仕
事

の
領
、分
を
狭

く
す

る
の
弊

な
し
と

云

ふ
可
ら
す
故

に
今

日
の
要

用

は
地
方

の
仕
事

に

写
就

て
分
界

を
立

て
足

れ
は
政
府

の
庭
分
、
是

れ
は
人
民

の
引
受
け
と
明

に
、双
方

の
職

分
を
定
め
て
餅
屋

が
酒
を
造
り
酒

屋

が
餅

を
費

る
が
如
き
不
都

合
な
か
ら
し
む
る

に
在
り
但
し
此
分
罪

な
る
も

の
甚

だ
分
明

な
b
難

く

し
て
人
民

の
気
力
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全
集

第

五
巻

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
五
〇

強
き
に
過
ぐ
れ
ば
治
橿
の
界
を
越
え
て
直
に
政
灌
を
犯
さ
ん
と
し
之
に
反
し
て
其
気
風
卑
屈
な
れ
ば
政
構
を
窺
は
ざ
る

}

幽
の
み
か
己
が
領
分
の
治
樺
を
も
守

る
こ
と
能
は
す
甚
し
き
は

一
町

一
村
の
事
は
間
き

一
.娠
、内
の
私
・事
に
至
る
ま
で
も
官

の
差
闘
を
受
け
ざ
陛

運
動
す
る
こ
と
能
は
す
政
府
は
.総
勢

に
乗
じ
て
職
分
を
忘
窪

箕

私
領
に
侵
入
し
て
民
間
恰

も
絵
地
を
遺
さ
.＼
る
に
至
る
こ
と
あ
り
所
謂
人
民
の
無
気
無
力
に
し
て
其

一
分
の
立
た
ざ
る
も
の
な
り

　

二
尺
八
寸
の
太
刀
を
上
段
に
構

へ
て
眞
正
価
に
向

へ
ば
如
何
な
る
結
構
人
も
悠

々
と
し
て
敵
の
存
念
を
聞
く
に
蓬
あ

ら
す
何
は
拐
置
き
先
づ
其
切
先
を
避
け
ざ

る
を
得
す
今
世
問
に
民
権
論
盾
な
る
も
の
あ
も
て
動
も
す
れ
ば
代
議
政
堂
を

,開
く
と
云
ひ
國
會
を
催
ふ
す
と
云
ひ
其
細
密
な
る
箇
傑
は
聞
及
ば
ざ

れ
ど
も
全
膿
論
者
の
旨
と
す
る
所
を
察
す
"o
に
中

央

の
首
府
に
人
な
る
議
事
堂
を
開
き
有
志
の
人
物
を
集
め
て
国
政
を
議
す
る
の
目
的
な
る
が
如
し
、
さ
れ
ど
も
今
H
俄

に
有
志
者
の
集
會
を
開
て
國
の
政
事
を
議
す
る
は
首
府
の
地
に
二
箇
所
の
政
府
を
立
ワ。
に
異
な
ら
す
即
ち
今
の
政
府
の

政
権
を
分
け
て
其
力
を
殺

が
ん
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
其
趣
は
恰
も
臼
丹
を
上
段
に
構

食
・
政
府
の
正
面
に
立
向

ふ
が
如

し
政
府
の
身
と
爲
b
て
は
之
を
避
け
ざ
る
を
得
あ9。
園
舎
の
事
も
固
よ
り
大
切
な
b
西
洋
諸
国
に
て
は
之
を

「
パ
リ
ャ
メ

　
ン
ト
」
叉
は
「
コ
ン
グ

レ
ス
」
と
稚
し
毎
年
園
内
の
地
方
よ
り
人
民
の
総
代
を
出
し
て
国
事
を
議
し
法
律
兵
制
の
改
革
よ

b
租
税

の
増
減
外
囲
交
際
等
の
事
に
至
る
ま
で
恰
も
政
府
と
人
民
と
相
談
の
上
に
て
廃
置
す
る
姿
に
し
て
真
髄
裁
甚
だ

公
準
な
る
が
㌍

な
れ
ど
も
斯
る
國
會
を
設
け
て
各
地
方
の
総
代
人
を
集
め
ん
と
す
る
に
は
先
づ
其
地
方
5

し
人
民
の



「

,、

○

西

倉
議
を
開
き
土
地
の
事
は
土
地
の
人
民
に
て
取
扱
ふ
の
風
習
を
成
し
地
方
の
小
會
講
中
よ
り
夫
々
の
人
物
を
撰
て
中
央

首
府

の
大
會
議
に
出
席

せ
し
め
始
め
て
中
央
と
地
方
に

の
情
實
も
相
通
じ
て
國
曾
の
便
益
を
も
得
べ
き
ε
な
り
故
に
地

方
の
民
會
を
後
に
し
て
中
央
の
國
會
を
先
に
せ
ん
と
亨

。
筆

の
順
序
を
誤
る
者
と
云
ふ
呵
し

馨

敷
編

無

論

略
し

第

三

章

煩

勢

を

潭

ら

ざ

る

事

.
鄙
し
、ご∂
但
書
を
川
れ
げ
愛

に
犬
の
糞
を
避
け
て
通
る
と
之
を
掃
除
す
る
と
二
様
の
隔
別
あ
り
今
世
上
の
學
音
叉
は
田

舎
の
人
民
に
て
も
政
府
の
庖
置
を
見
て
無
理
な
6
と
云
ひ
撚
綱
な
り
と
云
ふ
音
な
き
に
非
す
之
を
口
に
云
ふ
と
き
は
事

實
に
於
て
も
之
を
除
く
の
術
を
求
む
可
き
筈
な
れ
ど
も
唯
傍
観
傍
詐
の
み
に
し

て
嘗
て
之
を
北
ハ身
に
引
受
け
す
偶
ま
無

理
燧
制
の
局
に
當

る
者

あ
れ
ば
之
を
知
り
な
が
ら
避
け
て
通
る
の
策
に
出
る
を
常
と
す
曇
日
へ
ば
公
事
訴
訟

の
如
き
も
事

柄
に
由
り
τ
は
訴
て
勝
つ
よ
b
も
訴

へ
す
し
て
手
間
と
雑
費
と
を
省
ぐ
方
、
遙

に
便
利
な
り
と
て
云
ふ
可
き
理
窟
を
も

云
は
す
長

し
之
を
見
遁

が
し
、、
租
税
な
ど
の
事
に
就
て
も
不
公
李
と
は
知
り
な
が
ら
些
細
の
事
な
り
、
言
ふ
は
面
倒
な

b
と
て
世
間
並
の
御
多
分
に
從
ひ
唯
波
風
な
ぐ
穗
に
此
世
を
渡
る
の
み
を
旨
と
し
て
少
し
も
頓
着
せ
ざ
る
者

あ
り
民
権

の
爲
に
は
甚
し
き
妨
害
と
云

ふ
可
↓
＼

　
斯
ぐ
世
の
甲
の
事
に
頓
着
せ
ざ
れ
ば
其
常
人
の
爲
に

一
時
は
便
利
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
人
民
た
る
者
の

一
分
に
於

　
　
　
　
　
　
通

俗
民

権
論
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一
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全
集
　
第

五
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
二

て
中
津
あ
る
可
ら
す

　
第

一
公
事
を
無
理
と
知
り
な
が
ら
訴

へ
す
租
税
を
不
公
準
と
知
b
な
が
ら
承
諾
す

る
者
の
本
心
を
叩
て
之
を
葬

れ
ば

直
を
以
て
自
か
ら
居
り
曲
を
以
て
政
府
に
帰
し
聯

か
政
府
に
催
し
て
身
躬

か
ら
自
得
す
る
の
意
な
き
を
得
す
黙
り
と
錐

ど
も
其
無
理
不
公
牛
な
る
も
の
は
何
人
の
見
を
以
て
之
を
定
め
た
る
欺
、
必
ず
本
人
の
堕
定
を
以
て
自
か
ら
無
理
不
公

平
と
認
め
た
る
所
な
ら
ん

一
人
の
見
を
以
て
私

に
無
理
不
公
平
と
認
れ
ば
政
府
も
亦
政
府
の
見
を
以
て
之
を
正
理
公
牛

と
認
る
こ
と
な
ら
ん
結
局
理
非
曲
直

の
未
だ
判
然
な
ら
ざ
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
す
出
訴
公
論
は
此
未
刊
の
理
非
曲

直
を
判
然
た
ら
し
む
る
の
方
便
な
る
に
此
方
便
を
求

め
す
し
て
冥

々
の
際
に
曲
を
政
府
の

一
方

に
帰
す
る
は
人
民
の
嚢
腫

に
於
て
相
濟
ま
ざ
る
こ
と
な
b
第

二
人
生
僅
に
五
十
年
な
れ
ど
も
五
十
の
星
霜
を
安
楽
に
渡

る
も
未
だ
以
て
国
民
の
職

分
を
蓋
し
た
b
と
云
ふ
可
ら
す
此
五
十
年
の
聞
に
刻
苦
.勉
強
し
た
る
其
成
跡
は
二
代
目
の
世

に
顯
は
れ
て
世
間

一
般
に

美
徳
澤
を
蒙
る
可
き
は
常
代
の
我

々
が
先
代
の
飴
徳
を
蒙
る
に
異
な
ら
す
、
さ
れ
ば
今
此
時
代
に
民
権
を
伸

ば
し
て
國

の
基
を
立

て
官
民
共
に
濁
立
国
の
面
目
を
張
る
こ
と
至
大
至
重
の
事
な
る
欺
、
若
し
北
ハ事
の
重
大
な
る
を
知
ら
ば
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆでし

求

る
が
爲
に
は
煩
静
を
悼
る
可
ら
す
口
あ
る
者
は
辮
を
蓋
し
文
あ
る
者
は
筆
を
揮
ひ
光
陰
も
精
神
も
愛
む
に
足
ら
す
畢

生
の
力
を
川
ひ
て
刻
苦
勉
強
す
可
き
な
り
然
る
に
世
の
中
に
は
今
の
人
事
の
形
勢
を
見
て
不
干
を
鳴
ら
す
こ
と
は
入
に

百
倍
し
甚
し
き
は
民
権
の
伸
び
ざ
る
を
憤
て
鰐
口言
識
語
し
な
が
ら
實
際
の
難
事
に
嘗
て
は
蕾
に
刻
苦
勉
強
せ
ざ
る
の
み
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を
し

か
僅
に
数
日
の
勢
を
も
厭
ひ
歎
圓
の
金
を
も
愛
む
老
荘
だ
少
な
か
ら
ず
所
謂
肚
會
の
犬
の
糞
を
嫌
ひ
な
が
ら
之
を
避
げ

て
通
る
者
な
り
其
本
人
の

一
生
は
見
て
見
ぬ
振
り
し
て
安
楽
な
る
可
け
れ
ど
も
二
代
目
の
人
を
ば
如
何
す
可
き
や
先
代

の
人
に
謝
し
て
は
氣

の
毒
な
り
後
世
子
孫
に
謝
し
て
は
面
目
な
し
是
亦
相
濟
ま
ざ
る
こ
と
な
り
　
　
　
傷

　

叉
世
の
論
者

が
政
府
を
評
し
て
不
急
の
土
木
を
起
し
無
用
の
工
業
を
企
て
云
々
と
は
定
式
の
定
文
言
な
れ
ど
も
数
年

來
民
間
の
有
様
を
見
る
に
無
用
に
も
有
用
に
も
工
業
の
起
ら
ざ
る
を
如
何
せ
ん
偶
ま
私
に
大
業
を
企
た
る
者
を
見
て
詳

に
其
内
實
を
聞
け
ば
値
な
し
拝
借
金
な
り
人
民
は
手
を
杢

ふ
し
て
文
明
開
化
の
祭
禮
を
見
物
す
る
に
異
な
ら
す
必
覧
政

府
トφ
b
八
方
t
手
を
出
し
て
民
間
に
事
を
爲
す
可
ご、島蝕
地
少
な
き
が
爲
に
然

る
も
の
鰍
或
は

一
方
よ
り
論
ず
れ
ば
人
民

も
亦
甚
だ
迂
潤
粗
漏
に
し
て
眼
前
に
起
る
可
き
仕
事
を
捨
て
＼
忘
れ
た
る
が
如
く
し
殊
更
に
官
の
手
を
導

て
己
が
領
分

に
案
内
す
る
の
勢
を
成
し
た
る
こ
と
も
多
か
ら
ん
政
府
自
か
ら
手
を
出
す
が
故
に
民
間
に
仕
事
な
し
と
云
ひ
民
間
に
事

業
起
ら
ざ

る
が
故
に
政
府
手
つ
か
ら
之
を
企
る
と
云
ひ
結
局
水
掛
論
に
し
て
其
執
れ
か
是
な
る
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
人
民

　
　
　
　
ぬけめ

の
方

に
て
抜
目
な
く
着
手
し
て
剛
情
に
動
く
こ
と
な
く
ば
途

に
は
政
府
も
気
根
に
負
け
て
手
を
引
ぐ
可
き
は
必
然

の
勢

な
り
推
問
に
典
例
な
き
に
非
す
且
政
府
の
本
趣
意
に
於
て
も
事
を
爲
す
に
共
種
類
を
も
撰
ば
す
し
て
妄
に
繁
忙
を
好
む

に
非
す
多
事
を
好
む
は
唯
小
吏
輩

の
弊
な
れ
ば
深
ぐ
恐
る
＼
に
足
ら
す
人
民
の
要
は
徒
に
引
込
思
案
を
駕
す
よ
り
も
妨

な
き
所
ま
で
に
出
張
り
て
事
を
駕
す
に
在
b
政
府
を
恐
怖
せ
す
役
人
を
嫌
忌
せ
す
之
に
按
ず
る
な
く
之
を
侮
る
な
く
人

　
　
　
　
　
　
麺

俗
民

擢
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
三

●

r

　
r
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輻
澤

全
集

第

五
巻

民
の

一
分
を
守
て
世
に
廃
す
可
き
な
b

第

四

章
　
　知
識
見
聞
を
博
く
す
る
事

五
四

　
　
　
　
　
ゆ

　
今
我
國
に
て
男
子
と
婦
人
と
を
比
較
し
學
者
と
俗
物
と
を
比
較
し
士
族
と
.百
姓
と
を
比
較
す
れ
ぱ
甲
は
智
に
し
て
乙

は
愚
な
b
と
云
は
ざ
る
を
得
す
然
り
而
し
て
其
愚
と
は
物
の
数
を
知
ら
ざ
る
に
非
す
事
の
理
非
を
挑

へ
ざ
る
に
非
す
婦

人
が
家

の
内
を
修

め
て
世
帯
を
整
理
す
る
其
働
は
男
子
の
企
て
及
ば
ざ
る
所

に
し
て
之
を
愚
鈍
と
云
ふ
可
ら
す
叉
百
姓

な
b
俗
物
な
り
と
云
ふ
と
錐
ど
も
耕
作
を
勉
め
商
賞
誉
業
を
励
み
以
て

一
家
濁
立
の
活
計
を
爲
す
の
働
は
學
者
士
族
の

右
に
出

る
者
多
し
、
さ
れ
ど
も
今
日
の
實
際
に
於
て
は
學
者
士
族

の
流

が
國
・甲
に
て
上
等
の
地
位
を
占
め
以
下
の
者

に

謁
し
て
は
彼
れ
は
俗
物
な
b
彼
れ
は
百
姓
購
入
な
り
と
て
恰
も
之
を
目
下
に
見
下
だ
し
て
揚
々
自
得
す
る
の
み
な
ら
す

以
下
の
者
も
眞
實
こ
れ
に
閉
口
し
て

一
言
も
な
き
が
如
し
怪
し
む
可
き
に
非
す
や
今
其
然
る
由
縁
を
昇
る
に
上
流
の
入

必
す
し
も
智
な
る
に
非
す
下
流

の
人
必
す
し
も
愚
な
る
に
非
ざ
れ
ど
も
唯
共
心
の
働
の
及
ぶ
所
に
廣
き
と
狭
き
と
の
差

別
あ
る
の
み
下
流
の
人
の

36
配
す
る
所
は

僅
に

一
身
の

衣
食
住
に
限
り

一
家

一
店
の
損
得
盛
衰

に
止
ま
り
て

共
心
の

働
、
恰
も
戸
外
に
出
で
ざ
る
も
の
＼
如
し
故
に
學
者
士
君
子
が
天
下
公
共

の
談

に
及
ぶ
と
き
は
此
流
の
入
は
殆
ど
之
を

了
解
す
る
こ
と
能
は
す
其
談
を
奇
話
と
し
其
人
を
奇
人
と
し
て
之
に
近
づ
く
看
な
し
讐

へ
げ
湯
屋
髪
結
床
に
て
學
者

の

4



、

談
を
開
く
も
徒

に
嘲
を
取
り
田
舎
の
民
間
に
著
書
新
聞
紙
の
講
論
を
謹
む
音
な
き
も
其

一
讃
な
り
既
に
他
人
を
奇
人
祝

す
れ
ば
他
人
も
亦
こ
れ
を
奇
人
税
し
之
を
愚
人
税
し
て
其

に
歯
す
る
を
好
ま
す
是
即
ち
雅
俗
相
分

れ
て
俗
物
の
軽
蔑
せ

ら
る
＼
由
縁
な
b
抑
も
何
等

の
仲
間
に
て
も
其
仲
間

に
入
て
地
位
を
占
め
ん
と
す
る
に
は
先

づ
仲
間
の
事
情
を
知
ら
ざ

る
可
ら
す
今
民
樺
…等
の
話
は
全
く
戸
外
の
事
に
し
て
小
は

一
町

一
村
の
公
務
よ
b
大
は
日
本
國
の
形
勢
外
因
交
際
の
上

に
ま
、で
關
係
あ
る
も
の
な
れ
げ
窃
も
日
本
の
耽
會
中

に
居
て
他

の
軽
蔑
を
免
か
れ
ん
と
欲
す
る
者
は
博
く
内
外
の
事
情

を
見
聞
し
て

一
歩
に
て
も
己
が
地
鏡
を
上
流
に
遮
る
こ
と
至
急
の
要
な
り
自
国
の
政
府
の
仕
組

を
も
知
ら
す
図
法
の
大

略
を
も
穽

へ
す
し
て
曜
日
が
身
に
不
自
由
あ
れ
げ
轍
ち
之
を
他
人
の
罪
に
締
し
民
灌
伸
び
す
な
ど
、
て
不
卒
を
唱
る
は

蕾
に
事
實
に
盆

な
き
の
み
な
ら
す
徒
に
世
間
の
嘲
を
招
く
に
足
る
の
み
民
間
に
學
問
の
大
切
な
6
と
云
ふ
も
專
ら
其
知

見
を
博
く
せ
ん
と
す
る
の
旨
な
れ
ば
學
問
の
道
興
ら
す
し
て
は
民
権
論
も
無
益
の
空
談
と
知
る
可
し

　
右
の
如
く
學
問
の
道
大
切
な
わ
と
錐
ど
も
今
日
の
有
様
に
て
は
敢
て
高
き
を
望
む
に
非
す
田
舎
の
地
方
に
て
學
稜
の

生
徒
に
は
高
両
の
學
問
も
至
極
尤
な
れ
ど
も
年
既
に
長
じ
て
二
十
以
上
三
十
歳
前
後
に
も
爲
b
た
る
男
に
洋
學
な
ど
勧

　
　
　
　
　
り

る
も
却
て
其
、益
あ
る
可
ら
す
此
年
輩
の
人
は
手
近
く
世
間
普
通
の
著
書
講
書
を
謹
み
今
の
日
本
の
法
律
を
知
b
今
の
通

用
の
文
書
を
學
び
訴
状
願
書
の
案
文
等
も
他
人
に
依
頼
せ
す
し
て
自
分
に
筆
を
覚
る
位
に
成
動
ぱ
先
づ

一
通
b
夫
れ
に

て
澤
山
な
b
と
云
は
ざ
る
を
得
す
世
人
の
常
談
に
田
舎
の
匿
戸
長
は
愚
な
り
文
盲
な
り
と
云
ふ
と
錐
も
愚
に
も
せ
よ
文

　
　
　
　
　
　
通
俗

民
権

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

盲
に
も
せ
よ
廣
戸
長
は
廣
戸
長
だ
け
の
知
識
文
筆
あ
り
て
他
の
李
民
に
比
す
れ
ば
幾
等
か
上
流
の
位
に
在
る
者
な
り
若

・
し
も
今
の
人
民

一
般

の
知
識
を
進
め
て
今
の
減
戸
長
の
位

に
在
ら
し
め
城
戸
長
は
此
人
民
の
中
よ
b
出
で
＼
一
層
上
等

の
人
物
な
ら
し
め
な
ば
人
民
胱
會
に
権
力
を
得
る
さ
今
日
に
百
倍
す
可
き
や
必
せ
b
故
に
民
間
の
知
識
學
問
は
必
ず
し

　
　
　
　
　

φ

も
高
術
な
る
を
要
せ
す
唯
其
所
見
所
聞
を
少
し
く
博
ぐ
し
て
聯
か
戸
外
の
事
に
就
て
喜
憂
す
る
所
あ
ら
ん
を
願
ふ
の
み

　

入
智
進
歩
の
度
を
測
量
せ
ん
に
は
其
地
方
に
郵
便
書
の
多
寡
を
見
て
も

一
班
を
知
る
可
し
熈
漉
一局
の
表
に
擦

れ
ば
明

治
九
年
七
月
よ
b
十
年
六
月
に
至
る
ま
で
全
国
郵
便
物
の
総
計
三
千
八
百
三
十
二
萬

一
干
九
百
七
十

一
に
し
て
此
内
東

京
の
本
局
干
五
百
十
萬

三
千
、
大
阪
局
二
百
七
十
八
萬
八
干
、
京
都
局
百
四
十
六
萬

一
千
、
愛
知
九
十
六
萬
五
干
、
青

森
二
十
五
萬
七
干
と
あ
り
東
京
は
脳
力
集
合
の
中
心
に
し
て
殆
ど
全
国
の
牛
を
占
め
大
阪
こ
れ
に
亜
ぎ
京
都
叉
こ
れ
に

亜
ぐ
而
し
て
愛
知
と
青
森
と
を
比
較
す
る
に
愛
知
の
人
口
百
二
十

一
萬
七
干
、
青
森
の
人
口
四
十
七
萬

三
干
に
し
て
之

を
郵
便
物
の
数
に
割
付
れ
ば
愛
知
は

]
人
に
付
き
凡
八
分
、
青
森
は

一
入
に
付
き
五
分
五
厘
に
當
る
即
ち
愛
知
縣
下
の

人
民
は
百
人
に
し
て

一
年
間
、に
八
十
周
の
文
通
し
て
青
森
縣
下
の
人
民
は
百
人
に
し
て
五
十
五
同
に
過
ぎ
す
東
西
人
文

の
前
後
以
て
知
る
可
し
故
に
今
後
全
図
の
人
民
に
向
て
願
ふ
所
は
盆
學
問
の
道
を
勉
め
盆
商
工
の
業
を
進
め
入
事
次
第

に
繁
多
な
る
に
從
て
文
通
の
歎
も
次
第
に
増
し
各
地
方
に
郵
便
の
麗
な
る
こ
と
今
の
東
京
の
和
ぐ
な
ら
し
む
る
の

一
事

の
み
叉
前
に
云

へ
る
如
く
三
十
歳
前
後
に
し
て
今
更
學
校
に
入
る
可
き
便
も
な
き
人
は
地
方
最
寄
の
同
志
申
合
せ
て
文



/

,
/

曳

、

●

會
な
ど
を
企
て
必
ず
し
も
教
師
を
雇
入
る
＼
に
も
及
げ
す
互
に
文
書
往
復
討
論
訴
訟
等
の
事
を
研
究
し
た
ら
げ
或
は
大

に
益
す
る
こ
と
あ
る
可
し
余
は
既
に
此
事
を
成
人
に
勧

め
て
某
地
方
に
は
之
を
企
て
た
る
も
の
も
あ
b
何
れ
に
も
知
識

學
問
の
道
は
禮
裁
に
拘
は
ち
す
し
て
低
き
庭
よ
り
實
地
に
進
む
可
き
な
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の　　　　　　　　　　　　　　　　り

　
知
識
博
も
せ
ざ
る
可
ら
す
學
問
勉
め
ざ
る
可
ら
す
と
錐
ど
も
其
知
識
學
問
に
釣
合
な
く
し
て
は
是
亦
無
益
な
り
高
を

學
で
低
を
知
ら
す
遠
を
勉
め
て
近
き
を
怠
る
＼
と
き
は
北
ハ高
遠
な
る
も
の
も
途

に
入
事
の
用
を
爲
す
に
足
ら
す
此
弊

は

學
者
の
仲
間
に
最
も
多
く
し
て
往
々
世
上
の
笑
種
と
爲
り
爲
に
其
學
者
先
生
の
唱

る
民
権
論
も
通
用
せ
ざ
る
ε
あ
り
頃

日

一
士
人
あ
b
上
方
よ
り
出
京
し
て
余
が
家
に
來
訪
せ
b
此
士
は
老
成
の
洋
學
先
生
に
し
て
頗
る
経
濟
に
明
な
る
の
名

あ
り
内
外
の
財
政
貿
易
の
利
害
等
を
論
じ
て
聞
く
可
き
も
の
少
な
か
ら
す
語
次
貨
幣
の
事

に
及
び
頻
り
に
金
銀
貨
の
欲

乏
を
歎
じ
て
且
云
く
上
國
は
東
京
と
違
ひ
金
貨
最
も
乏
し
く
し
て
北
ハ債
も
亦
随
て
貴
し
余
は
五
日
前
に
紳
戸
を
出
帆
せ

し
が
其
時
該
地
に
て
は
金
貨
の
債
何
程
に
し
て
東
京
の
相
場
に
比
す
れ
ば
百
圃
に
付
き
凡
三
圓

の
差
あ
b
と
て
眞
實
に

之
を
信
じ
て
疑
は
ざ
る
も
の
、
如
し
余
は
此
言
を
聞
て
更
に
議
論
も
せ
ざ
b
し
か
ど
も

一
言
以
て
先
生
の
迂
澗
を
讃
す

可
し
東
京
と
榊
戸
ピ
の
問
に
は
電
信
あ
b
品
物
の
蓮
途
に
は
少
な
く
も
毎
週

一
度
は
蒸
氣
船
の
往
復
あ
り
今
百
圓
の
金

貨
に
三
圓
の
差
あ
れ
ば

一
報
の
霊
信
三
萬
圓
を
頁
買
し
て
九
百
圓

の
利
あ
り
爾
地
の
商
人
に
し
て
誰

か
之
を
見
遁

が
し

に
す
る
者
あ
ら
ん
や
故
に
貨
幣
の
債
は
上
方
も
東
京
も
大
抵
同
様
な
る
を
常
と
す
少
し
く
實
際
の
商
費
に
心
あ
る
人
は

　
　
　
　
　
　
通

俗

民
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論
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輻
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全

集
　
第

五

霧
}　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

之
を
知
ら
ざ

る
看
な
し
蓋
し
此
先

生
は
経
濟

の
主
義

に
明

に
し

て
實
際

に
、暗
く
天
下

の
大

計
を
論

じ
て
今
日

の
財
政
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
た　　
　　
　　
　　　
　　
　し
あ
ひ

知
ら
す
知
識
學
問

の
働
き
不
釣
合
な
る
者

に
し

て
之
を
讐

(、
げ
剣
術

の
形
を
勉

強
し
て
仕
合
を
知

ら

す
軍
學

の
名
人

に

し

て
職
事

の
下
手
な
る

が
如
し
他

の
軽

侮
を
受
け
ざ
る
を
得

す
然

b
而

し

て
此
流

の
學
老
先
生

も
世
間

の
目
を

以
て
見

れ
ば
民
罐
論
者

中

の

一
入
な

れ
ば
民
擁
論

の
世

に
厭
は

る

＼
も
亦
謂

れ
な
き

に
非
ざ
る
な
り

第

五

章

　
家
産

を
脩

る
事

　
徹
れ
た
る
裾
炮
を
着
て
狐
酪
を
着
た
る
者
と
立

て
恥
ざ
る
者
は
其
れ
由
か
と
は
孔
子
が
千
路
の
貧
乏
を
事
と
も
せ
す

し
て
共
心
の
甲
斐
々
々
し
き
を
悪
薦
め
た
る
言
葉
な
b
必
覧
周
の
世

の
千
路

に
し
て
此
行
あ
b
孔
子
に
し
て
此
許
あ
り
師

弟
の
間
親
し
く
其
情
實
を
知
も
益
し
て
始
て
貧
乏
も
亦
美
談
の
種
と
爲
り
た
る
こ
と
な
ら
ん
と
錐
ど
も
今
世
は
孔
子
の

時
代
に
非
す
天
下
の
人
は
悉
皆
師
弟

に
非
す
貧
乏
し
て
人
に
墾

め
ら
れ
ん
と
す

る
は
殆
ど
難
き
こ
と
な
り
都
て
肚
會
の

爲
に
事
を
成
さ
ん
と
す

る
者
は
先
づ
世
間
に
信
用
せ
ら
る

＼
こ
と
甚
だ
大
切
な
り
而
し
て
其
信
用
を
得
る
の
法
は
其
人

の
品
行
に
在
り
年
齢

に
在
り
家
柄

に
在
り
身
分
に
在
b
と
錐
ど
も
酒

々
た
る
通
俗
世
界
に
於
て
は
其
貧
富
に
関
す
る
こ

と
最
も
大
な
b
と
す
讐

へ
ば
金
銀
の
貸
借

に
於
て
借
主
の
品
行
清
潔
に
し

て
真
義
勇
子
路
が
如
ぐ
な
る
も
ぼ
ろ
け
た
る

綿
入
を
着
τ
朝
ク
の
飯
米

に
も
困
る
入

へ
は
金
を
貸
す
可
ら
す
其
こ
れ
を
貸
ざ
、＼
る
は
即
ち
其
人
を
信
せ
ざ
る
な
b
世



間
の
入
を
し
て
此
貧
土
の
人
と
爲
b
を
知
る
こ
と
孔
子
の
子
路
を
知
る
が
如
く
な
ら
し
め
な
ば
食
人
に
金
の
融
通
も
出

来
る
こ
と
な
ら
ん
と
難
ど
も
廣
さ、島世
の
申
に
て
之
を
襲
足
す
る
に
邊

あ
ら
す
唯

一
と
口
に
貧
民
な
り
貧
書
生
な
り
と
て

接
片
せ
ら
る
・
を
常
と
す
西
洋
諸
国
に
て
代
議
政
の
人
を
選
塞
す
る
に
其
財
産
の
多
寡
を
目
安
に
立
る
も
此
敏
な
ら
ん

今
の
俗
世
界
に
於
て
は
金
銀
の
能
力
よ
く
智
徳
の
働
を
歴
倒
す
と
云
ふ
も
可
な
り
故
に
道
徳
の
目
を
以
て
見
れ
げ
官
田
有

は
却
て
人
の
累
を
爲
す
程
の
も
の
な
れ
ど
も
筍
も
今
世
に
事
を
成
さ
ん
と
し
て
信
用
を
得
る
の
大
切
な
る
を
知
ら
ば
財

産
経
管
の
道
を
蔑
視
す
可
ら
ざ

る
な
り

　
加
之
人
と
し
て
財
産
な
き
は
恰
も
其
智
徳
の
働
を
獲
扮
す
る
の
方
便
を
敏
く

が
如
し
今
路
傍
の
乞
食
を
憐
で
之
に

一

銭
を
投
ず
る
も
公
共
の
便
.続
を
謀
て
之

が
爲
に
干
圓
を
投
ず
る
も
忠
興
は
共
に
恵
與
に
し
て
心
の
性
.質
に
異
同
な
し
と

錐
ど
も
其
働
の
量
に
至
て
は

一
と
+
萬
と
の
差
あ
り
取
も
直
さ
す
甲
の
智
徳
は

一
に
し
て
乙
の
智
徳
は
十
萬
な
り
と
云

は
ざ
る
を
得
す
世
間
の
人
事
に
差
響
く
所
も
亦

一
と
十
萬
と
の
差
あ
り
て
讐

へ
げ
甲
の
爲
に
動
く
者
は

一
人
に
し
て
乙

に
動
か
さ
る

＼
者
は
十
萬
人
な
る
可
し
之
を
甲
乙
徳
望
の
差
と
云
ふ
も
可
な
b
撚
り
面
し
て
元
来
其
徳
義
の
性
質
に
差

異
な
く
し
て
其
名
望
に
差
異
あ
る
は
何
ぞ
や
唯
其
恵
輿
の
財
に
多
寡
あ
れ
ば
な
b
古
今
有
智
有
徳
の
士
に
し
て
財
産
な

き
が
爲
に
其
志
を
伸
ば
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
多
き
も
謂
れ
な
き
に
非
す
故
に
云
く
財
産
は
人
の
智
徳
を
套
揚
し
て
共
働

を
實
際
に
行
は
れ
し
む
る
の
方
便
な
b
と

　
　
　
　
　
　
通
俗

民
権
論

　

　

　
　

　
　
`
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
五
九
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五
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製
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六
〇

　
入
と
し
て
財
を
好
ま
ざ
る
看
な
し
財
産
な
き
を
憂
ざ
る
看
な
し
今
更
喋
々
辮
を
費
し
て
其
貴
き
由
縁
を
遮
る
は
殆
ど

無
益
な
る
に
似
た
れ
ど
も
今
の
日
本

の
人
情

に
於
て
は
財
を
重
ん
ず
る
の
實
に
棄
て
又
こ
れ
を
軽
ん
す
る
の
風
を
存
し

往
々
真
風
に
欺
か
れ
て
實

の
困
難
に
逢

ふ
者
少
な
し
と
せ
す
蓋
し
我
士
族
は
封
建
笹
緑
を
以
て
事
物
の
秩
序
を
成
し
至

静
無
爲
の
際
に
衣
食
を
得
て
之
を
得
る
の
歎
難
を
知
ら
ざ
る
者
に
し
て
此
士
族
の
気
風
を
以
て
肚
會
を
制
し
た
る
が
故
'

に
　逐
に
は
利
の
字
を
以
て
人
問
交
際

の
禁
句
と
爲
す
に
至
り
し
程
の
次
第
な
れ
ば
今
日
に
在
て
士
族
は
無
論
農
商
に
至

る
ま
で
も
未
た
俄
に
此
風
を
脱
す
る
こ
と
能
は
す
し

て
或
は
清
貧
を
以
て
自
か
ら
樂
し
む
者
あ
り
假
令
ひ
或
は
眞
實
に

之
を
樂
し
ま
ざ
る
も
自
か
ら
之
を
樂
し
む
と
稔
し
て
世
間
の
人
も
直

に
之
を
各
る
こ
と
能
は
す
外
面
に
其
淡
臼
風
流
を

稔
轡
し
て
止
ま
ざ
る
が
如
し
然
り
と
錐
ど
も
事
實
に
於
て
は
金
銀
の
能
力
甚
だ
盛
大
に
し
て
人
事
の
成
敗
十
に
八
九
は

金
力
に
依
頼
し
て
其
灌
柄
多
ぐ
は
富
入
の
手
に
蹄
し
清
貧
の
士
民
は
恰
も
貴
要
の
場
合
に
度
外
覗
せ
ら
れ
て
李
生
の
心

事
常
に
齪
齢
せ
ざ
る
は
な
し

一
人
の
心
事
齪
酷
し
て
私
に
不
如
意
を
歎
す
る
は
術
可
な
り
と
錐
ど
も
其
不
如
意
の
原
因

を
己
が
貧
弱

に
求
め
す
し
て
罪
を
世
間
に
蹄
し
天
下
に
吾
を
知
る
者
な
し
と
云
ひ
世
俗
は
人
を
見
る
の
明
な
し
と
云
ひ

天
を
怨
み
人
を
答
め
時
と
し
て
は
其
灘
憤
破
裂
し
て
祉
會
の
安
全
を
害
す
る
に
至
る
も
の
な
き
に
非
す
其
本
源
を
尋

れ

ば
有
志
の
士
民

が
財
を
輕
ん
す
る
の
風
に
欺
か
れ
て
入
事
の
實
情
を
知
ら
す
産
を
破

て
家
を
脩
め
ざ
る
の
罪
な
り
是
師

ち
本
編
に
民
擢
を
論
じ
て
殊
更
に
財
産
の
大
切
な
る
を
主
張
す
る
肖
縁
な
b
今
の
民
権
論
者
は
其
持
論
を
以
て
肚
會
を

㌦

ρ
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籠
絡
せ
ん
と
す
る
の
企
な
ら
ん
と
錐
ど
も
余
輩
は
肚
會
世
俗
に
代
て
氣
の
毒
な
が
ら
此
論
者
に
苦
る
こ
と
あ
り
云
く
俗

世
界
は
灰
に
有
志
諸
君
の
説
を
聞

か
ざ

る
に
非
す
と
錐
ど
も
君
の
居
庭
を
知
ら
ざ
る
を
如
何
せ
ん
、
其
居
庭
を
知
ら
ざ

る
に
非
す
と
錐
ど
も
其
財
産

の
貧
弱
と
議
論
の
強
大
と
不
釣
合
な
る
を
如
何
せ
ん
、
術
甚
し
き
は
諸
君
の
口
吻

に
天
下

の
公
義
理
を
論
じ
て
實
際
に
借
財
の
私
義
理
を
敏
く
を
如
何
せ
ん
、
俗
物
は
此
公
議
論
を
聞
く
に
暇
あ
ら
す
無
家
無
産

の
張
子
房
が
虎
の
和
ぐ
蠕
く
も
其
聲
甚
だ
低
く
し
て
俗
耳
を
驚
か
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
と

第

六

章

　
品
行
を
借

る
事

　
前
章
に
財
産
の
大
切
な
る
を
論
じ
た
れ
ど
も
其
大
切
な
る
は
人
品
に
拘
は
ら
議9。
し
て
大
切
な
b
と
云
ふ
に
非
す
同

一

様
の
人
品
に
し
て

一
入
に
産
あ
り

一
入
に
産
な
け
れ
げ
事
を
爲
す
者
は
必
ず
有
産
の
人
な
b
財
産

の
力
は
思
の
外
に
強

大
な
る
も
の
な
り
と
の
理
由
を
記
し
た
る
ま
で
の
こ
と
な
れ
ど
も
叉

一
方
よ
b
品
行
の
事
を
論
あ9。
れ
げ
決
し
て
之
を
等

閑
に
す
可
ら
す
品
行
と
云

へ
げ
其
意
味
漬
く
し
て
漠
然
た
る
が
如
く
な
れ
ど
も
此

一
章
に
は

一
個
入
の
私
徳
に
限
り
て

之
を
論
ぜ
ん
と
す
抑
も
文
明
開
化
の
極
度
に
至

れ
ば
智
徳
に
公
私
の
別
な
ぐ
加
之
智
も
徳
も
之
を
廣
別
す
可
ら
ざ
る
に

至
る
可
し
と
錐
ど
も
本
編
は
唯
民
間
の
讃
本
に
供
す
る
も
の
な
れ
ば
高
両
な
る
理
論
は
姑
く
之
を
開
き
主
義
の
近
畿
を

厭
は
す
し
て
軍
に
人
の
耳
目
に
慣
れ
た
る
私
徳
の
功
能
を
述
べ
今
の
日
本
の
有
様
に
て
は
正
に
今
の
所
謂
徳
義
品
行
な

　
　
　
　
　
　
通
俗

民

権
論
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五
　
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山ハ
ニ

る
も
の
を
以
て
最
上
の
目
安
に
定
め
て
大
な
る
過
な
か
る
可
し
と
の
旨
を
記
す
の
み
當
世
の
開
化
先
生
或
は
説
を
立
て

て
云
く
今
日
は
智
恵

の
世
界
な
り
人
間
萬
事
智
を
以
て
成
ら
ざ
る
も
の
な
し
智
は
以
て
財
を
得

べ
し
人
を
制
す
可
し
富

貴
を
致
す
も
智
な
り
入
望
を
牧
る
も
智
な
り
と
て
其
甚
し
き
は

一
身

の
行
状
を
顧
み
す
し
て
智
恵
の
才
畳
を
專
ら
と
し

灌
謀
術
数
以
て
醜
行
の
跡
を
掩
は
ん
と
す
る
者
な
き
に
非
す
甚
し
き
心
得
違
ひ
と
云
ふ
可
し
智
恵
の
働
き
固
よ
り
大
切

な
レ
と
錐
ど
も
誤

て
之
を
用

る
は
寧
ろ
用
ひ
ざ
る
に
若

か
す
智
は
猶
鐵
砲
の
如
く
徳
は
猜
肇
揚
の
如
し
鐵
砲
は
攻
る
に

便
利
に
し
て
肇
場
は
唯
守
る
に
用
る
の
み
然
り
と
錐
ど
も
攻
て
失
敗
せ
ん
よ
り
も
寧
ろ
攻
め
す
し
て
守

る
の
安
全
に
若

か
す
畢
党
人
々
の
働
に
存
す
る
こ
と
な
れ
ど
も
今
の
世

の
中

に
攻
守
兼
備
の
名
將
は
果
し
て
少
な
き
こ
と
な
ら
ん

一
家

の
内

の
始
末
も
不
行
屈
に
し
て
世
間
を
俳
徊
し
身
は
遊
冶
放
揚
皿を
蓋
し
て
父
母
妻
子
の
如
何
の
状
を
知
ら
す
是
れ
も
細

行
な
b
其
れ
も
小
事
な
り
と
て
細
行
を
顧
み
す
小
事
を
屑
と
せ
す
之
を
放
却
し
蓋
し
て
更
に
大
行
大
事
の
所
在
を
見
す

途
に

一
種
の
無
頼
者
を
以
て
身
を
終

る
者
な
き
に
非
す
其
實
讃
を
得
ん
と
な
ら
げ
近
年
都
下
の
景
況
を
看
よ
學
者
士
君

子
に
し
て
遊
冶
の
新
世
界
を
開
き
馬
に
郊
外
に
跨
て
山
水
を
樂
み
舟
を
江
水
に
浮
べ
て
月
に
詠
す
る
の
清
興
は
奇
花
を

庭
園
に
栽
し
て
富
蒙
を
闘
は
し
宴
を
市
店
に
開
て
口
腹
を
浦
た
す
の
殺
風
景
と
爲
蔭
妓
に
戯
れ
青
楼
に
登
る
が
如
き
は

　
　
　
　
　
　
の

不
品
行
の
箇
條
に
入
ら
ざ
る
も
の
＼
如
し
概
し
て
之
を
評
す
れ
ば
精
紳
の
獣
娯
高
興
を
典
し
て
肉
膿
の
淫
樂
を
買
ふ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
ゆう

と
云
ふ
可
し
都
下
の
風
俗
の
田
舎
に
波
及
す
る
や
器
郵
し
て
命
を
傳
る
よ
り
も
速
な
b
都
鄙

一
般
の
流
風
復
た
留
む
可

●



'置
爵

.'.

　
　
　

ら
ざ
る
に
至
れ
り
此
流
風
に
浴
し
此
汚
濁
に
沈
み
な
が
ら
術
且

一
方
に
民
権
の
議
論
を
唱

へ
正
議
公
論
と
云
ひ
改
良
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

　
　
　

取
と
云
ふ
も
誰
か
之
に
耳
を
假
す
者
あ
ら
ん
や
徒
に
世
俗
砺
軽
侮
を
取
る
に
足
る
可
』
・乱
の
み
覚
ハ趣
は
墓
場

の
防
禦
を
忘

.

　
　
　

れ
て
漫

に
進
撃
を
試
る
が
如
し
其
敗
北
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り

,　
　
　

理
を
以
て
論
ず
れ
ば
私
徳
と
公
徳
と
自
か
ら
隔
刷
な
き
に
非
す

一
身

の
行
状
に
鉄
典
あ
る
も
よ
く
公
務
を
整
理
し
子

　
　
　

を
徴
る
に
拙
に
し
て
よ
く
天
下
の
教
育
法
を
工
夫
し
家
法
嚴
な
ら
ざ
る
も
よ
く
國
の
法
律
を
議
す
る
が
如
き
は
古
今
に

　
　
　

典
例
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
此
れ
は
足
れ
智
識
度
最
の
租
や
高
術
に
進
み
た
る
-ド∵等
肚
曾
に
通
用
す
可
き
事
實
に
し
て
律

　
　
　

儀
な
る
民
間
に
は
行
は
る
可
ら
ざ
る
も
の
な
b
今
民
権
の
議
論
を
唱

へ
て
人
を
導
か
ん
と
し
て
其
相
手
の
人
の
種
類
を

　
　
　

昇

れ
ば
必
ず
中
等

以
下
律
儀
な
る
人
民
よ
り
外
な
ら
す
即
ち
論
者

の
口
吻

に
我
々
は
國
の
良
民
を
助
け
て
云
々
と
云
ふ

　
　
　

其
良
民
を
相
手
に
す
.る
こ
と
な
ら
ん
然
る
に
律
儀

一
方
の
祉
會
に
於
て
は
私
徳
を
貴
ぶ
の
外
に
餓
念
な
き
も
の
な
れ
ば

　
　
　

他

の
南
街
な
る
目
を
以
て
導
者
論
客
の
行
状
を
評
し
足
れ
は
私
徳
な
り
其
れ
は
公
徳
な
b
と
精
解
す
る
も
所
謂
良
民
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　

之
を
馨
る
＼
の
度
量
な
く
し
て
唯
其

一
斑
の
不
行
状
を
見
て
人
物
の
全
面
を
判
断
し
民
権
論
者
の
流
は
恰
も
無
頼
者
の

　
　
　

巣
窟
な
b
と
し
て
嘗
て
之
を
信
ず
る
看
な
し

一
度
び
人
に
信
を
失

へ
ば
假
令
ひ
信
ず
可
き
事
賓
を
以
て
之
に
示
す
も
途

　
　
　

に
顧
み
ざ
る
の
勢
を
成
す
可
し
讐

へ
ば
今
の
著
書
新
聞
紙
の
如
き
も
其
記
す
所
に
は
往

々
名
論
と
思
ふ
も
の
も
多
け
れ

　
　
　

ど
も
其
名
論
の
割
合
に
信
ず
る
者
の
少
な
き
は
様
々
の
原
因
あ
ら
ん
と
錐
ど
,も
記
者

の
品
行
の
良
否
も
與
り
て
大
に
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
涌
一
松…　民
　横幅
論
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四

あ
る
も
の
な
り
故
に
云
く
今
の
民
権
を
唱
る
者
は
開
化
先
生
の
大
言
に
欺
か
れ
ム9。
し
て
小
春
翼

々
細
行
を
謹
み

一
身
の

肇
揚
を
堅
く
し
て
然
る
後
に
肚
會
の
攻
撃
に
進
む
可
き
な
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
叉
徳
義
品
行
の
中
に
て
最
も
大
切
な
る
箇
條
は
職
分
を
守
る
こ
と
な
り
公
私
の
別
な
く
人
と
し
て
職
分
あ
ら
ざ
る
看

な
し
而
し
て
よ
く
此
職
分
を
勤

め
て
事
を
成
す
と
成
形さ
.＼
る
と
は
人
々
の
才
不
才
に
由
り
事
情
の
攣
化
に
從

て
必
す
し

も
成
を
期
す
可
ら
す
と
錐
ど
も
之
を
成
さ
ん
こ
と
を
務
る
の

26
は
即
ち
職
分
を
守
る
の
心
な
り
或
は
事
に
當

て
三
人
寄

れ
ば
三
人
共
に
考
の
異
な
る
も
の
も
あ
ら
ん
と
雄
ど
も
其
得
失
は
結
局
鬼
紳
に
非
ざ
れ
ば
知
る
可
ら
ざ
る
こ
と
な
れ
ば

己

が
心
に
職
分
と
思
ふ
所
を
行

ふ
て
可
な
り
事
の
成
否
は
人
の
罪
に
非
す
故
に
よ
く
職
分
を
守
る
と
よ
く
職
分
を
成
す

と
は
各
別
の
事

に
し
て
唯
心
に
恥
る
こ
と
を
さ
へ
爲
さ
ゾ
れ
げ
以
て
職
分
を
守
る
の
人
と
稔
す
可
き
な
り
抑
も
人
問
庭

世
の
十
全
を
云

へ
げ
事
の
利
害
得
失
を
咀
察
し
て
預
め
成
否
を
考

へ
よ
ぐ
職
分
を
守
て
よ
く
事
を
成
す
は
固
よ
り
願
ふ

所
な
れ
ど
も
余
輩
は
今
の
砒
會
に
向
て
敢
て
多
を
求
る
者
に
非
す
唯
人
々
が
氣
に
濟
ま
ぬ
こ
と
を
行
は
ざ

れ
ば
先
づ
以

て
之
に
満
足
す
可
し
敵
に
背
を
示
す
は
戦
士
の
氣
に
濟
ま
ぬ
こ
と
な
ら
ん
難
船
の
と
き
に
濁
り
端
舟
に
乗
て
遁
る
＼
は

船
長
の
氣
に
濟
ま
ぬ
こ
と
な
ら
ん
學
者

が
品
行
論
を
記
し
論
客

が
経
濟
を
談
じ
て
己
れ
自
か
ら
放
蜷
を
盗
し
て
貧
乏
す

る
も
氣
に
濟
ま
ぬ
こ
と
な
ら
ん
政
府
の
官
人

が
國
事
を
引
受
け
李
生
は
己
が
持
論
を
主
張
し
て
事
攣
に
遭

へ
げ
転
ち
説

を
左
右
す
る
も
氣
に
濟
ま
ぬ
こ
と
な
ら
ん
氣
に
濟
ま
ぬ
と
し
て
恥
る
者
は
術
可
な
b
甚
し
き
に
至
て
は
人
間
萬
事
を
俘

`

/



曽

　
　
　
　
　

ゆ

世
の
事
と
稚
し
身
分
に
も
人
柄
に
も
不
似
合
な
る
不
品
行
を
犯
し
て
毫
も
職
分
を
引
受
る
の
念
慮
な
く
却
て
巧
に
遁
餅

を
設
け
て
責
任
の
外
に
追
送
せ
ん
と
す
る
者
あ
b
術
甚
し
き
は
學
者
士
君
子
に
し
て
公
然
世
に
阿
る
を
以
て
自
か
ら
之

を
巧
と
聡
し
政
府
の
官
吏

に
し
て
公
然
俸
給
を
負
る
を
以
て
自
か
ら
之
を
商
費
と
稔
す

る
者
あ
b
沙
汰
の
限
b
に
非
す

や
日疋
等
の
事
情
を
劣

れ
ば
今
の
肚
會
に
向
て
多
を
求
む
可
ら
す
唯
赤
心
以
て
職
分
を
守
る
人
な
れ
ば
以
て
上
流

に
列
す

可
き
な
り

第

七

章

　
身
膿

を
健
康

に
す

る
事

語
に
云
一
活
漉
な
る
精
神
は
健
康
な
る
身
膿
に
在
て
住
す
と
生
れ
付
き
虚
弱
病
身
に
て
は
智
恵
も
分
51
も
あ
る
可
ら

す
假
令
ひ
智
恵
分
別
あ
る
に
も
せ
よ
之
を
翔
る
に
方
便
な
し
智
恵
逞
し
く
し
て
身
膿
の
虚
弱
な
る
は
蒸
気
強
一
し
て
釜

の
薄
弱
な
る
が
如
し
無
理
に
蒸
気
を
用
ひ
ん
と
す
れ
ば
忽
ち
釜
の
破
裂
す
る
こ
と
あ
る
可
し
今
世
間
の
有
志
者

が
民
権

の
事

に

-6
を
際
す
る
は
唯
こ
れ
を

26
に
思
ふ
の
み
に
非
す
之
を
口
に
唱

へ
之
を
書
に
記
す
芝
な
ら
ん
・
唯
之
を
唱

へ
之

を
記
す
の
み
に
非
ふ9。
之
を
實
際
に
施
行
す
る
を
触
る
こ
と
な
ら
ん
、
然
ぱ
則
ち
其
際
に
は
必
ず
難
難
辛
苦
多

く
じ
て
蕾

に

-6
を
熱
す
る
の
み
な
ら
す
現
に
筋
骨
の
力
を
役
す
る
む
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
な
ら
ん
如
何
に
穎
敏
の
才
子
に
で
も
其

容
貌
婦
次
子
の
如
く
其
顔
色
古
着
屋
の
店
子
の
如
く
に
し
て
銃
砲
の
響
に
も
耳
を
驚
か
す
が
如
き
膜
質

に
て
は
英
才
を
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用
ひ
ん
と
す
る
も
恰
も
蒸
気
に
釜
な
き

が
如
く
途
に
用
を
爲
す
こ
と
能
は
す
結
局
人
に
腕
力
の
頼
む
可
き
も
の
な
く
し

て
は
濁
立
の
功
業
は
成
b
難
き
も
の
と
知
る
可
し
其
大
切
な
る
ε
之
を
智
力
に
比
し
て
毫
も
優
劣
な
き
も
の
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愈

　
抑
も
人
間
塵
世
の
路
は
甚
だ
難
澁
な
る
も
の
に
し
て
或
は
終
夜
寂
す
し
て
心
を
苦
し
む
る
こ
と
も
あ
り
或
は
終
日
食

は
す
し
て
身
を
役
す
る
こ
と
も
あ
り
少
し
く
學
問
の
初
歩

に
入
れ
ば
署
學

に
所
講
養
生
法
の
大
切
な
る
を
知
ら
ざ
る
に

非
ざ
れ
ど
も
或
は
貧

に
疸
り
或
は
興
に
乗
じ
て
識
ら
す
知
ら
す
の
際
に
不
養
生
を
犯
し
年
月
を
経
て
後
に
前
事
を
思
出

せ
ぱ
身
の
毛
も
立

つ
程
の
恐
ろ
し
き
こ
と
あ
る
も
の
な
り
必
党
情
に
制
せ
ら
る

＼
は
入
生
に
冤
か
る
可
ら
ざ
る
の
性
質

に
し
で
之
を
如
何
と
も
す
可
ら
す
、
さ
れ
ば
不
養
生
は
今
の
人
間
に
免
か
る
可
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
窮
屈
に
之
を
論
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

きた

る
こ
と
な
く
余
輩
の
所
見
に
於
て
人
間
塵
世
の
要
は
吾
身
を
し
て
此
不
養
生
に
堪
ゆ
可
き
程
に
鋸
ひ
仕
る
の

一
事
に
在

b
上
品
の
食
物
を
適
宜
に
食
ひ
、
無
害
の
運
動
を
適
宜
に
運
動
し
、
勉
強
を
適
宜
に
し
、
遊
楽
を
適
宜
に
し
、
起
居
寒

熱
悉
皆
適
宜
に
せ
よ
之
は
著
者
學
者

の
説
諭
に
し
て
余
輩
も
固
よ
り
望
む
所
な
れ
ど
も
如
何
せ
ん
今
の
人
類
は
適
宜
な

る
人
類
に
非
す
今
の
肚
會
は
適
宜
な
る
肚
會
に
非
す
此
不
適
宜
な
る
杜
會
に
居
て
此
不
適
宜
な
る
人
類
に
交
ら
ん
と
す

る
に
濁
b
吾
身
の
養
生
を
適
宜
に
せ
ん
と
す
る
も
固
よ
り
行
は
る
可
き
こ
と
に
非
す
讐

へ
ば
夜
中
不
眠
は
不
養
生
な
れ

ど
も
航
海
者
は
此
不
養
生
を
犯
さ
ゾ
る
を
得
す
今
後
世
界
中
の
人
類
が
此
不
養
生
を
悟
b
て
夜
航
を
慶
す
る
か
叉
は
器

械
の
學
術
大

に
進
歩
し
て
暗
夜
濁
航

の
船
を
蚕
明
す
る
に
至
て
始
て
署
學
の
養
生
法
を
守
る
可
し
盗
賊
跡
を
絶
た
ざ
れ



　 　 一　 呵m　}一　噂　　　　　　　㎝
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魚

ば
夜
番
の
不
養
生
を
止
む
可
ら
す
疾
病

一
掃
せ
ざ
れ
ば
徹
夜
看
病
の
不
養
生
を
止
む
可
ら
す
是
等
を
計
ふ
れ
ば
枚
暴
に

逞
あ
ら
ざ
れ
ど
も
必
寛
不
養
生
中
の
些
細
な
る
も
の
＼
み
合
若
し
人
間
世
界
に
不
養
生
の
最
も
廣
く
し
て
最
も
人
な
る

原
因
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
余
輩
口
を
放
て
言
ふ
可
き
も
の
あ
b
他

に
非
す
祉
會
の
貧
乏
即
是
な
り
雨
雪
を
犯
し
て
車
を

挽
く
の
不
養
生
も
貧
の
爲
な
b
炎
暑
を
冒
し
て
畑
を
耕
す
の
不
養
生
も
貧

の
爲
な
b
衣
服

の
薄
き
も
住
居
の
不
潔
な
る

も
貧
の
爲
な
ら
ざ
る
は
な
し
加
之
其
不
養
生
の
極
度
は
止
む
を
得
す
し
て
食
物
の
量
を
減
じ
三
人
に
適
宜
な
る
食
料
を

六
人
に
分
ち
喰
ふ
て
六
人
共
に
壽
命
を
締
る
者
あ
b
人
事
の
適
宜
な
ら
ざ
る
以
て
知
る
可
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
はつ

　
人
事
の
適
宜
な
ら
ざ
る
こ
と
斯
の
如
し
斯
る
調
子
外
れ
の
肚
曾
に
居
れ
ば
如
何
な
る
人
物
に
て
も
其
肚
會
の
影
響
を

見
る
こ
と
能
は
ざ
る
や
必
然
の
勢
な
り
試
に
今
世
界
中
に
事
業
を
成
し
た
る
人
の
既
往
を
問
は
ば
其
事

の
十
に
八
九
は

心
す
不
養
生
を
以
て
成
り
し
こ
と
な
ら
ん

「
ニ
ウ
ト
ン
」
「
フ
ラ
ン
キ
ジ
ン
」
の
勉
強
中
も
必
ず
徹
夜
し
た
る
こ
と
あ
ら

ん
豊
太
閤
東
照
公
の
櫛
風
沐
雨
も
大
な
る
不
養
生
な
ら
ん
孔
夫
子
が
嘗
て
終
日
食
は
す
終
夜
疲
ざ
り
し
も
其
健
康
の
幾

分
を
害
し
た
る
こ
と
な
ら
ん
人
間
萬
事
不
養
生
を
以
て
成
る
と
云
ふ
も
可
な
り
既
に
不
養
生
の
避
く
可
ら
ざ
る
を
知
ら

ば
之
に
萎
縮
す
る
よ
り
も
之
に
癒
す
可
き
の
身
燈
を
作
る
に
若
か
す
英
法
は
唯
寒
熱

痛
痒
風
雨
水
火
の
難
難
に
堪

へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な

て
之
に
慣
る
＼
に
在
る
の
み
次
第
に
之
に
慣
る
れ
ば
去
年
不
養
生
と
思
ひ
し
事
は
今
年
は
之
を
犯
し
て
却
て
養
生
と
爲

る
も
の
多
し
讐

へ
ば
風
邪
の
時
に
外
出
は
禁
制
な
れ
ど
も
少
し
く
快
方
に
赴
く
と
き
は
其
外
出
は
最
良
の
養
生
な
る
が

　
　
　
　
　
　
樋
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如
し
畢
覚
養
生
の
要
は
外
物
に
在
ら
す
し
て
吾
身
の
有
様
に
関
係
す
る
も
の
な
れ
ば
段

一
段
に
不
養
生
な
る
も
の
を
犯

し
て
吾
身
の
養
生
と
・爲
す
可
し
況
や
今
の
讐
學
の
有
様

に
て
は
未
だ
養
生
法
の
眞
實
無
妄
な
る
も
の
を
説
明
す
る
こ
と

能
は
ざ
る
に
於
て
を
や
余
輩
は
唯
よ
く
離
離
に
堪

へ
て
長
壽
す
る
者
を
名
け
て
身
禮
健
康
な
る
人
と
推
す
る
の
み

　
今
の
醤
學
未
熟
な
b
と
錐
ど
も
必
ふ9。
し
も
逸
居
安
楽
を
以
て
養
生
と
云
ふ
に
非
す
近
来
の
留
書
中
に
も
養
生
の
法
を

記
し
て
往
々
見
る
可
き
も
の
あ
り
と
錐
ど
も
数
百
年
来
大
卒
の
安
楽
に
慣
れ
た
る
我
国
人
の
目
を
以
て
見
れ
ば
其
先
入

す
る
所
生
と
爲
り
て
美
味
を
喰
ひ
軽
暖
を
着
て
適

宜
に
運
動
す
る
を
以
て
最
上
の
養
生
と
思
ひ
其
適
宜
な
る
も
の
は
己

が
襯
惰
な
る
身
膿
に
適
覚
に
し
て
眞
實
の
養
生
法
に
適

せ
ざ

る
を
怠
る

＼
者
多
し
假
に
養
生
の
法
を
二
種
に
分
ち
身
を

護
る
を
消
極
の
法
と
駕
し
外
物
を
犯
し
て
其
刺
衝
に
慣

る
＼
を
積
極
の
法
と
す
れ
ば
今
の
開
化
者
流
は
積
極
の
養
生
法

を
知
ら
す
し
て
消
極
の
内

に
居
り
腕
力
の
進
歩
な
き
の
み
か
祀
先
遣
傳
の
健
康
を
も
失
ひ
霊
す
に
至
る
可
し
活
渡
な
る

精
帥
は
薄
弱
な
る
身
膿
に
住
す
可
ら
す
心
身
の
頼
む
可
き
も
の
な
く
し
て
何
を

以
て
世
に
事
を
成
す
可
き
や
身
膿
の
健

康
養
は
ざ
る
可
ら
ざ
る
な
り

　
近
来
西
洋
風
に
微
ひ

「
ジ
ム
ナ
ス
チ
ク
」
と
て
髄
.操
の
法
あ
れ
ど
も
彼
の
國
の
毛
筆
肚
會
に
行
は
る
＼
遊
戯
の
法
に

し
て
漣
も
我
国

一
般

に
施
す
可
き
も
の
に
罪
す
遊
戯
運
動
の
法
は
最
も
國
々
の
古
習
蕪
俗
に
獲

て
行
は
る
可
き
も
の
な

れ
ば
日
本
は
日
本
の
流
儀
に
從
ひ
古
来
人
の
慣

れ
た
る
劒
術
柔
術
角
力
遠
足
遊
猟
水
泳
競
馬
競
舟
等
各
地
方
の
風
俗
に
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由
て
兎
に
も
角

に
も
專
ら
荒

々
し
き
運
動
を
勧
む
可
し
或
は
家
貧

に
し
て
遊
戯
の
暇
な
く
ば
米
を
鳩
く
も
可
な
b
薪
を

割
り
水
を
汲
む
も
可
な
り
少
な
ぐ
も
毎
日

一
二
時
間
は
必
ず
全
身
に
汗
す

る
程
に
働
か
ん
こ
と
を
要
す
所
謂
新
鮮
の
空

気
を
呼
吸
し
て
戸
外
に
散
歩
す
る
が
如
き
は
運
動
の
箇
條
に
入

る
可
ら
ざ
る
も
の
な
b
社
友
小
幡
君
の
考

に
全
図
小
學

稜
の
生
徒
に
大
筒
を
與

へ
て
調
練

の
運
動
を
教

へ
た
ら
ば
筋
骨
の
彊
肚
を
致
し
て
棄
て
兵
事
の
精
耐
を
養
ひ

一
暴
雨
得

な
ら
ん
と
の
論
あ
り
美
辞
な
る
は
近
日
君
の
記
載
あ
ら
ん
就
て
見
る
可
し

第

八

章

　
諸
力
平
均
之
事

　
人
民
た
る
者

の
本
分
を
遂
げ
て
所
謂
民
権
を
張
り
之
を
國
罐
に
及
ぼ
し
て
永
く
濁
立
国
の
禮
面
を
全
ふ
せ
ん
と
す
る

に
は
前
條

々
に
記
す
和
ぐ
智
力
な
か
る
可
ら
す
財
力
な
か
る
可
ら
す

一
身

の
品
行
私
徳
の
力
も
大
切
な
b
身
禮
の
健
康

腕
力
も
亦
等
閑

に
す
可
ら
す
此
四
の
者
何
れ
も
緊
要
な
る
箇
條
な
れ
ど
も
四
な
が
ら
之
を
備
ふ
る
に
非
ざ
れ
ば
功
業
は

成
り
難
き
も
の
に
し
て
其

一
の
力
は
何
程
に
抜
群
な
る
も
絶
て
用
を
爲
さ
ゾ
る
の
例
は
古
今
に
甚
だ
多
し
響

へ
ば
智
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
り

貴
し
と
錐
ど
も
智
恵
遅
ふ
し
て
徳
な
き
も
の
は
窃
盗
騙
局
を
最
と
し
少
し
く
上
て
博
徒
相
場
師
山
師
の
類
な
れ
ど
も
此

輩

が
其
智
力
の

一
品
を
以
て
事
を
成
す
こ
と
能
は
ざ
る
は
明
な
b
叉
此
世
は
金
の
世
界

に
し
て
入
間
萬
事
金
力
を
以
て

成
ら
ざ
る
も
の
な
し
と
云
ふ
と
錐
ど
も
古
来
日
本

に
於
て
財
産
あ
る
が
爲
に
其
金
力
を
以
て
天
下
後
世
に
功
徳
を
遺
し

　
　
　
　
　

㎞迎
　俗
　民
　
繊脳
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山八
九

＼
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集
　
…第

五
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　七
〇

た
る
者
は
甚
だ
稀
な
り
近
く
は
大
阪
の
町
人
の
如
し
徳
川
の
太
平
二
百
五
十
飴
牛
の
間
唯
金
の
番
を
し
て
近
来
に
至
て

世
の
形
勢
の
爲
に
身
代
を
潰
す
の
み
而
し
て
其
形
勢
な
る
も
の
は
何
人
の
作
と
尋
ち
に
大
抵
銭
も
金
も
な
き
貧
書
生
の

工
風
に
出
た
る
も
の
多
し
叉
山
寺
の
老
僧
古
風
な
る
田
舎
儒
者
等
都
て
浮
世
を
見
捨
て
＼
攣
人
奇
物
と
稽
せ
ら
る

・
人

は
必
ず
無
欲
淡
白
に
し
て
孝
弟
忠
信

一
と
通
り
の
旨
を
奉
じ
平
生
の
行
状
最
も
美
な
る
も
の
な
れ
ど
も
浩

々
た
る
吐
會

の
権
柄
は
決
し
て
.攣
八
奇
物
の
手
に
帰
す
る
こ
と
な
し
叉
腕
力
の

一
品
に
至
て
は
最
も
頼
母
子
か
ら
ぬ
も
の
な
り
従
来

日
本
の
肚
會
に
て
士
族
を
有
力
な
b
と
云

へ
ど
も
其
知
徳
の
働
に
棄
て
腕
力
あ
れ
ば
こ
そ
有
力
な
れ
ど
も
若
し
腕
の
力

一
方
を
論
ず
れ
ば
相
撲
よ
り
強
き
者
は
な
か
る
可
し
然
る
に
相
撲
に
灌
な
き
を
見
れ
ば
腕
力
の
頼
む
可
ら
ざ
る
こ
と
以

て
知
る
可
し

　
右
の
次
第
を
以
て
世
の
中
に
事
を
成
さ
ん
と
す
る
に
は
様
々
の
力
を
兼
備
し
て
大
概
真
中
を
得
ざ
る
可
ら
す
之
を
諸

方
の
平
均
と
云
ふ
今
其
不
平
均
の

一
例
を
墨

て
示
さ
ん
明
治
十
年
六
月
三
十
日
の
表
に
振
れ

ば
日
本
全
図
の
通
用
貨
幣

凡

一
億
五
千
萬
圓

こ
れ
を
全
図
の
戸
数
七
百
萬
戸
に
割
付
れ
ば

一
戸
に
付
き
凡
二
十

一
圓
飴
に
當
る
之
を
人
民
の
金
力

と
す
同
年
華
族
禄
券

の
高
三
干
萬
圓

こ
れ
を
該
族
五
百
戸
に
割
付
れ
ば

一
戸
に
付
き
六
萬
圓
、
術
こ
の
絵
に
華
族

一
禮

の
私
有
金
を
平
均

一
戸
に
付
き

一
萬
圓
と
す
れ
ば
蘇
券

に
合
し
て
七
萬
圓
な
り
華
族
の
金
力
は
七
萬
に
し
て
人
民
の
金

力
は
二
十

一
な
り

・其
割
合
三
千
三
百
と

一
と
の
如
し
斯
る
非
常

の
金
力
を
抱

き
之
に
知
る
に
其
門
閥
名
望
は
歎
百
年
来
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國
内
僻
遠
の
地
に
普
し
て
今
に
至
る
ま
で
も
英
名
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
し
然
る
に
此
華
族
が
今
日
吐
會
の
中
に
列
し
て

著
し
き
権
力
を
得
す
華
族
の
言
な
り
と
て
特
に
之
を
信
ず
る
者
も
な
く
華
族

の
所
業
な
b
と
て
特
に
之
を
學
ぶ
者
も
な

き
は
何
ぞ
や
畢
覧
該
族
の
諸
君
は
金
力
に
遅
し
け
れ
ど
も
他
の
智
力
徳
力
腕
力
の
三
者
を
無
く
歎
若
く
ば
其

一
二
を
鉄

く
の
故
な
ら
ん
諸
方
卒
均
の
大
切
な
る
こ
と
亦
以
て
知
る
可
き
な
り

●

通

俗

民

権

論

終

通

俗

民

灌

論

七

一
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