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玉
く
し
げ

と
秘
本
玉

く
し
げ

と
の
解
説

説創の とげ しく玉本秘 とげし く玉り
0

　

玉
く

し
げ

と
祕
本

玉
く
し
げ

と
は
、
と
も

に
本

居
宣
長

の
著

で
、
前
者

は
天
明
六
年

五
十
七
歳

の
頃
既

に
成
り
、

後
者

は
翌
七
年
十
二
月
五
十

八
歳

の
時

に
成

つ
た
。

前
者

は
賓
政

二
年

三
月

に
上
刻
さ
れ
た
が
、
後
者

は
宣
長

の

生
前
そ

の
蓮
び
を
見
る
に
至
ら
ず

、(
寛
政
十
年
渡
擬

篁
名
宛
大
平
書
状

に
、
國
君

へ
指
上
候
品
に
て
上
木
は
不
相

成
候

と
あ
る
。し
嘉

永
四
年

五
月
上
刻
さ
れ
た
。
宣
長
自
ら
兩
者
を
匿
別

す
る
た
め
に
、
特
に
前
者
を
板
本
玉
く
し

げ
と
稱
し
た
こ
と
も
あ

つ
た
。
(
上
京
日
記
享
和
元
年
四
月
十
九
日

の
條

に
、
一
今
夕
板

本
王
く
し
げ
講
尺
終
る
と

あ

る
。
)

　

王
く
し
げ

は
、
名
兒
屋

に
於
け
る
鈴
門

の
有
力
者
横

井
千
秋

の
序
文

(
そ

の
宣
長

の
代
作

に
な
れ
る

こ
と
、
本
居

宣
長
翁
書

翰
集
所
收

の
寛
政

元
年
四
月
十
六

日
付
千

秋
宛
書
肬

に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
)

に
、
更

に
ま
た
、宣
長
そ

の

人

の
冒
頭

の
記
述

に
よ
れ
ば
、
「
あ

る
國

の
君
」
に
塞
う

た
も

の
で
あ
り
、
祕
本
王
く

し
げ

に
至

つ
て
は
、彼

の
藩
主

徳
川
治
貞

が
、
恰

か
も
近
年

の
窮
歌

に
鑑

み
て
、
治
道

に
關
す
る
意
見
を
彼

に
徴
し
た

の
に
對

し
て
、
書
記
し

て
奉

つ
た
も

の
で
あ
る
。
而

し
て
、
そ
の
際
添

ふ
る

に
王
く
し
げ
を
以
て
し
た
の
で
、
爲

に
祕
本
王
く
し
げ
中
諸
所

に
、

別

卷
と
し
て
、
こ
の
前
年

の
著
作

の
こ
と
を
言

及
し
こ
ゐ
る
。
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か
や
う
に
し
て
こ
の
こ
著
は
、
と
も
に
相
沌
蘭
渕し
た

い
は

虻
二
部
作

で
あ
り
、
か
つ
執
筆

の
用
意

上
、
他

の
彼

の

學

問
的
諸
著

に
比
較
し
て
、自

ら
異
色
が
あ

る
。
文
章

が
、逹
意

を
旨

と
し
て
夲
易
卒
直

で
あ

る
の
は
も
と
よ
り
、

所
読

が
實
際
的

を
目
的
と
し
て
爲

さ
れ
て
ゐ
る
。
印

ち
所
謂
「
今

の
よ

の
さ
と
び
言

も
て
、
た
れ

し
の
人
も
か
や
す

く
さ
と
り
得
つ
べ
き

さ
ま
に
」
、
ま
た

「
道

の
大
旨
と
と
も
に
今
の
世

の
心
得
を
と
て
」
書

か
れ

た
も

の
で
あ
る
。

古
邁

の
實

際
家

と
し
て
の
本
居

の
面

目
は
、
こ
の
二
書
に
最
も
顯
著

に
看
取
さ
れ
る
。

　

し
か
も
、
板
本

は
秘
本
に
封
し
て
原
理
を
説
き
、
秘

本
は
そ
れ

に
基

い
て

の
應
用
的
方
面
を
逋
べ
た
も

の
。
ま

つ
板
本
に

つ
い
て
解
読
す
る
。
板
本

の
所
読

は
、
例
の
記
紀
の
古
傳
読
を
そ

の
ま

玉
に
理
解

し
て
、
そ

こ
に
読

か
れ

た
古
紳
道

の
世
界
觀
、
人
世
觀
、國
家
觀
が
、
「
天
地

の
聞
に
わ
た
り

て
何
れ

の
國
ま
で
も
同

じ
く
、
た

黛

一
す
ち

の
」
、

し
か
も
我
國

に
の
み
正
し
く
傳

つ
た
ま
こ
と
の
道
で
あ
る
と
い
ふ
、
彼

の
立
場
に
も

と
つ
く
古
邁
説

の
闡
明

で
、
内

容
を
直

日
靈
以
下

の
諸
著

と
同
じ
う
す

る
が
、
本
書

の
特
殊

の
目
的
上
、
自
ら
本
書
に
著
く
主
張
さ
れ
た
と

こ
ろ
と
疹

し
て
、次

の
三
點
を
擧
げ

る

こ
と
が
出
來
よ
う
。

　

天
照
大
瀞

の
紳
意

の
實

現
と
し
て
我
國
を
統
治
し
給

ふ
、
萬
世

一
系

の
皇
室

に
封
す

る
館
崇
が
、道

の
大
本

で
あ

る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
殊

に

一
國

一
郡
を
領

す
る
國
君

や
、
そ

の
執
政
た
る
も

の
は
、
こ
の
大
本

を
十
分

に
心
得
て
、
現
在

の
政
治
は
、
天
照
大
紳

の
御
計
ら
ひ
と
、
朝
廷

の
御
任
と
に
よ

つ
て
、
大
將
軍
家
が
政
を
行

は
れ
、

叉
そ

の
政
を

一
國

]
郡
と
分
て
、
大
名
以
下
が
預
り
行

ふ
事

で
あ

る
か
ら
、
國
も
民
も
私

の
も

の
で
は
な
く
、
天
照

大
棘
か
ら
家
第

に
預
か
り
給
う

た
國
政

で
あ
る

こ
と
を
心
得
て
、
隨
分
大
切

に
、
執
行
ひ
、
民
を
も

は
ぐ

N
み
撫
給



　
　
ふ
べ
き

こ
と
が

、
肝
要
で
あ
る
こ
と
。
(
一
)

　
　
　
人
智

は
際
限
が
あ
り
、
紳
意
は
不
可
思
議

で
あ
る
。
人
事

は
、
結
局

は
騨

の
御
計

ら
ひ
で
あ

る
。
人
間
は

こ
の
意

　
　
を
心
得
て
、
人

の
行

ふ
べ
き
限
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分

に
應
じ

て
行
は
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
玉
に
人
道
が
存
在

す
る

　
　
が
、
た
黛
、
善
悪

と
も
に
量
り
知

ら
れ
な

い
聯
意

の
旨

を
霹
ん

で
、
凡
て
自

己
の
か
し
こ
だ

て
の
料
簡

、印

ち
支
那
風

　

.
の
理
窟
だ

て
の
風
儀
を
す
て

玉
て
、
何
事
も
窮
窟

に
陷

ら
ず
、
ゆ
る
や
か
に
、
隨

つ
て
刑
罰
な
ど
も
、許

さ
れ
る
だ
け

ぼ

.
は
宥

め
ゆ
る
す
と

い
ふ
態
度

で
、
治

め
る

の
が
、
こ
れ

騨
隨
天
下
を
知

う
し
め
す

と
い
ふ
紳
代

な
が
ら

の
意
志

で
あ

撒

る

こ
と
・
(
二
)

織
　
　
さ
れ
ば
古

道
に
依

る
と
言

つ
て
も
、
凡
て
を
急

に
上
古
に
復

さ
う

と
す

る
如
き
は
、
か

へ
つ
て
古
逍

の
旨
で
な
い
。

ほ
　

今

の
世

の
國

政
は
、
叉
今

の
世

の
模
樣

に
從

つ
て
、
今

の
上

の
掟

に
背
か
ず
、
有
來
つ
た
ま

弐
の
形

を
頽
さ
ず
・
跡
を

凱

守
つ
て
警

ふ
の
が
・却
つ
て
ま
こ
と
の
導

あ
る
。
鷲

岑

の
世
の
人
は
・た
岑

の
世
の
上
の
御
掟
を
さ

ゆ
　

つ
乂
し
み
守

り
て
、
己
が
私

の
か
し

こ
だ

て
の
異
な
る
行
ひ
を
な
さ
ず
、
今

の
世
に
行

ふ
べ
き

ほ
ど

の
事
を
行
ふ
よ

灘

り
外

・
あ
る
べ
か
ら
ず

・
こ
れ
印

ち
・紳
代

よ
り

の
ま

こ
と
の
導

お
も
む
き

L
で
あ

る
こ
と
・
(
三
)

　
　
　
而
し

て
そ

の
間

に
、
或

は
、
凡

て
物

の
霹
卑
善
悪

は
形

の
大
小
に
よ
る
も

の
で
な
く
、
我
國
は
小
國

で
あ

る
か
ら

　
　
と

て
、
決
し
て
支
那

そ
の
他

の
外

國
に
劣

る
も

の
で
な

い
と
か
、
文
華

の
遲
く
開
け
た
故
で
、
日
本
を
唐

土
に
劣

つ

　
　
て
ゐ
る
と
は
言

へ
な

い
。

勝

れ
る
物
變
化
す
る
こ
と
お
そ

い
道
理
も
あ
る
。

た
と

へ
ば
、
人
と
鳥
獸

と
に
見
る
如

5
　

き
で
、凡

て
か

乂
る
こ
と

の

「
し
る
し
は
、
數
千
萬
歳

を
經

て
後

に
見
ゆ
べ
き
」
で
あ

る
と
か
、
支
那
崇
拜

の
當
時
に
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於

い
て
、
注
意
す
べ
き
國
家
的
自
愈

の
自
覺

、
ま
た
、
中
世
に
於
け
る
朝
廷

の
衰
微
に

つ
い
て
、そ
を
天
下
變
亂

の
結

果

と
な
す
は
普

通

の
見
解

で
あ
る
が
、實

は
こ
れ
、
「
朝
廷

の
袤

へ
さ
せ
給

ふ
に
よ
り
て
、
天
下

は
亂
れ

て
萬

ツ
の
事

も
衰

へ
廢

れ
し
」
な
り
.と
の
史
觀
な
ど
、
さ
す
が

に
卓
見
が
少
く
な

い
。

　

次

に
祕
本
玉
く
し
げ

は
、
更

に
實
際

の
治
.逍
策

に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
る
が
、
ま
つ
そ
は
、
凡

て
古
逍

に
基

い
て
根
本
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
根
本
的

は
、
泱
し
て
迂
遠

で
な

い
と

い
ふ
主
張
に
立
つ
て
、印

ち
板
本

を
豫
想

し

て
、
爲
さ
れ

て
ゐ
る
。
而
し

て
そ
の
個

々
の
立
言

に
つ
い
て
は
、
時
弊
に
封
す

る
觀
察
、
ま
た
そ

の
救

濟
觀
等
、
必

ず
し
も
凡
て
が
嘶
新

で
あ
る
と
は
言
難

く
、
當
時

の
儒
者
等
の
見
解

と
も
、
當
然
相
通
ず
る
竜

の
が
あ

る
が
、
し
か

も
さ
す
が

に
古
邁
家
た
る
後

の
言

と
し
て
、
そ

の
態
度
や
見
識

に
特
色
が
鮮
か

で
あ
り
、
同
時

に
ま
た
、
し
ば
/
＼

卓

見

の
閃
き

さ

へ
見
せ

て
ゐ
る
。

印
ち
そ
の
読
く

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
或

は
凡

て
煩
錻
や
形
式

を
斥
け

る
簡
易
主

義
、
自

然
主
義

を
探

る
べ
き
を

い
ひ
、
大
名
以
下

の
身
分

の
重

々
し

い
の
に
温
ぎ
る
弊

、
事
務

が
複
雜

で
冗
吏

の
多

い
害

を
擧
げ
た
り
、
或
は
保
守
主
義
、
漸
進
主
義

を
主
張

し
、
き
は
だ

つ
た
變
改

の
、
決
し

て
眞

に
有
功

で
な

い
こ
と

を
説

い
た
り
し

て
ゐ
る
が
、
そ

の
聞

に
、
た
と

へ
ば
貧
富

の
懸
隔
が
釜

々
甚
し
く
な
り
、
人

口
の
都
會

へ
の
集

注
の

甚

し
い
の
を
注
意
し
て
、治

逍
の
根
本
が
、
救
貧

に
外

な
ら
ず
、
そ

の
第

一
の
道
は
、
租
税
の
輕
滅

に
あ
る
こ
と
、刑

の
む
し
ろ
寛
減
な
る
べ
き

こ
と

、上
下

の
意
志

の
疏
通
を
は
か
る
べ
き

こ
と
、
武
士

の
切
腹

の
習
慣

の
輕

々
し
い
弊

あ
る

こ
と
、
家
老

た
る
も

の
ふ
徒

ら
に
室
位

に
安
ん
ぜ
ず

、
本
務
を
毳
す
べ
き

こ
と
、
賄
賂
行
使

の
拔
き
が

た
い
弊

を
爲
せ
る
を
匡
正
す
べ
き

こ
と
等
、
い
つ
れ
も
適

切
、
而

し
て
ま
た
往

々
に
し
て
大
膽
な
見
解
が
、
述
べ
ら
れ

て
ゐ
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る
陀
而

し
て
ま
た
、
經
濟
説

と
し

て
は
、
貨
幤
過
多

の
弊
を
説

い
て
、
正
物
取
引
を
主
張
す
る
自
然
經
濟
復
古
読
を

爲

し
て
ゐ
る
。
な
ほ
治
逍

の
第

一
義

と
し

て
、
敬
紳

の
祭
祀

の
重
ん
ず
べ
き

を
い
ひ
、
た
と
ひ
諸
事
儉
約
す
る
と
も
、

こ
れ
丈
は
、む

し
ろ
盛
ん
な
ら
し
め
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
設

い
て
、
全
編

を
結

ん
で
ゐ
る
。
　

　
　

　
鞭

　

而
し
て
二
書
を
通
じ

て
彼

の
所
読

に
は
、
行
と
§

い
た
理
解
と
、豐

か
な
人
情
味
と
、而

し
て
明
ら
か
な
叡
智

と
、

而
し
て
そ
の
お
く

に
更
に
、歴
史

の
長
い
相
に
於

い
て
萬
事
を
觀

る
と
い
ふ
落
着
き
と
が

、特
色
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

加
之
、
態
度

に
存
す
る

一
種

の
自
由

さ
と
い
ふ
も
の
も
、
儒
家

の
場
合

に
、
見
が
た
い
竜

の
で
あ

る
。
而

し
て
こ

製

に
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
彼

の
學
問

と
人
格
と
が
現
れ

て
を
り
、
こ
の
事
が
、
二
書
殊

に
そ

の
實
際
的
治

逍
の
言
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

を
し
て
、
た
と

ひ
普
通

の
内
容

に
於

い
て
す
ら
も
、
特

に
惹
付
け

る
魅
力
あ
ら
し
め
て
ゐ
る
。

こ
の
意

味
で
こ
の
二

書

は
、
徳
川
時
代

の
類
著
申
、
や
は
り
さ
す
が

に
異
色
が
あ

る
。

こ
た
び
二
書
を
岩
波
文
庫
で
出
版
す

る
に
當
り
、
玉
く
し
げ
は
、

　
寛

政

元

年
・十

一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.

　
　

名
兒
屋

江
戸
日
本
橋
壹
丁
目

越
智
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藏
板

須
原
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野
町
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ー
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

-
ー

釜
ー

ー

苳
ー

ー

ー
ー

爵
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
ー

…

ー

ー
ー

ー

ー

ー

…

…
ー

ー
、
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尾
州
名
古
屋
玉
屋
町

永
樂
屋
東
四
郎

と
奧
書
せ
る
板
本
を
、秘
本
玉
く
し
げ
は

　
嘉

永
四
年

五
月

　
　
　
座

摩

宮

祝

部

読解 の とげ し く玉木秘 とげ しく玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒄
　

園
　

藏

と
奥
書

せ
る
本
版
活
字
本
を
、
そ
れ
ぐ

底
本
と
し
ゾ・
、
ほ
藁

本

の
ま

毒

現

し
た
。
奮

秘
本
玉

く

し
げ

に

於

い
て
は
、
本
來
活
宇

で
植

ゑ
ら
れ
た
爲
も
あ

つ
て
か
、句
讚
も
濁
點
も
な
い
が
、
今
便
宜
上
、句
讚
點
丈
は
施
し
た
9

而

し
て
後
者

は
ま
た
、
宣
長
の
自
ら
携

つ
た
板
刻

で
な

い
た
め
に
、
假
字
遣

な
と
に
多
少

の
誤

り
も
あ
る
が
、
そ
れ

ら

の
甚
だ
し

い
も
の
は
、
之

を
本
居
流

に
改

め
た
。

な
ほ
二
書
と
竜
、本
暑
全
築

舊
本
に
は
第
19
卷
に
増
葉

に
は
第
六
卷
に
收
む
)
以
來
、叢
書
類
、篝

類
に
入

れ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
は
大
概
ね
、同
樣
の
底
本
に
依
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
う
ち
日
本
紹
濟
叢
書

第
十
六
卷
所
收
の
秘
本
玉
く
し
け
は
、明
治
三
年
本
居
豐
穎
刊
行
の
も
の
に
よ
つ
た
の
で
、隨
つ
て
そ
の
名
竜
蓋

く

し
げ
別
本
ど
稱
し
て
ゐ
る
が
、内
容
は
も
と
よ
り
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
昭
和
九
年
十
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校
訂
者
し
る
す
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序
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の

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
い　いと

此

書

は

。

わ

が
鈴

屋

大

人

の
。

あ
る

國

の
君

に
。

道

の
大

か

た

を
。

い
ま

の
世

の
さ

と

び
言

も

て

。

た
れ

し

の
人

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
し
た
が
き

も

か
や

す

く

さ

と

り
得

つ
べ
き

さ

ま

に
書

て
。

奉

ら

れ

た

り

し
書

な

る
を

。

下

書

の
。
名

に

お

ふ
匣

の
底

に

の

こ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

こ
ひ
い
だ

れ

る
を

。

此

里

の
廣

海

が

乞

出

し

て
。

木

に
ゑ

る

に

つ
き

て

。

お

の
が

一
言

を

く

は

へ
て

よ

と
あ

る

ま

N

に
、
書

つ
け

玉
ら
く
そ
も

く

わ
が
う
し

の
。
道
び
き

の
こ
玉
た
く
の
い
さ
を
は
。

い
は
ま
く
も

さ
ら
な
れ
ど
。
な
ほ

い

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
と
つく
に

さ
さ

か

い
は

む

に

は
。

此

ま

こ
と

の
道

は

し
も

。

列

國

ぶ

み

の

。
う

は
べ

よ

き
ま

が

こ
と
共

に

。

か
き

く

ら

さ

れ

　

　

　

　
す
　き
　の
　を
の
み
こ
と
　
　
か
ち
ぞ　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
　
　い
　
は
や

て
。

か

の
須

佐
之

男

命

の
。

勝

さ

び

の
御

あ

ら

び

に
。

天

照

大
御

祚

。
ゆ

乂
し

く

も

天

の

石
屋

に
さ

し

こ
も

ら

し

　

　

の
　
　
　
　と
こ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ほ
　
と
せ
ち
　
と
せ
　
　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ぴ
か
ね
の
　
　
み
　お
み

て
。

世

申

は
常

夜

ゆ
き

け

む

事

の
。こ
と

く

。
光

見

る
入

も

な

く

て

八

百
年

千

年

を

経

に

け

る

に

。
思

霾

紳

の
御

靈

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
こ
し
ろ
　
　
　な
が

や

そ

は

り

け

む

。

此
大

人

の
潔

く

お

も

ひ
遠

く
思

ひ

て
。

た

じ
に

お
も

ひ
得

ら

れ

た

る

。

此

ま

こ

と

の
意

よ

。

長

な
き
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
ふ

鳴

鳥

の

こ
ゑ

高

く

と

ほ
く

。
天

の
下

に
聞

え

わ

た

り

て
。

世

人
皆

の
秋

の
長

夜

の

い
め

さ

め

て
。
朝

目

よ

く

仰

ぎ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ゆに

見

む

。

朝

日

の
ひ

か

り

は

。
ま

ぐ

は

し

き

か
も

う

ら
ぐ

は
し

き

か
も

。
明

ら
け

き

か

も

た

ふ

と
き

か
も

。

時

は
寛

　

ま
つリ
リヰアこ　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
の

け

き

政

と
改

ま

り

て

。
天

下

よ

ろ

こ
び
榮

ゆ

る

は
じ

め

の
年

の
春

の
な

か
ば

。

か

く

い
ふ

は
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玉
　
く
　
し
　
げ

　
　
此
書

は
、
あ
る
御
方

に
、
道

の
大
む
ね
今

の
世

の
心
得
を
書

て
奉
れ

る
な
り
。
そ
れ
に
哥
を
も
よ
み

て
書

そ

へ

　
　

た
る
、
中

の
詞

を
取

て
、
か
く
は
名
け

つ
。
其
哥

は
、

　
　
　
身

に
お
は
ぬ
し
つ
が

し
わ
ざ
も
玉
く
し
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
て
だ

に
見
よ
中

の
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ぴ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
いづ

ま
こ
と
の
道

は
、
天
地

の
間

に
わ
た
り

て
、
何
れ

の
國
ま
で
も
、
同
じ
く

た
黛

一
す
ち
な
り
。
然

る
に
此
道
、
ひ
と
り

み
　
く
に
　
　
　
　
　
　た
ジ
　
　
　
　
つ
お
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
や
い
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
で
　
　
　
　
　
　ご
ん
ら
い
　
　
う
し
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
こ
く

皇
國

に

の
み

正

し

く
傳

は

り

て
、
外

國

に

は

み
な

、
上
古

よ

り
既

に

そ

の
傳

來

を

失

へ
り

。

そ
れ

故

に
異

國

に
は

、

　

ぺ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

こ
く
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
く

　
　え
だ
みち

叉
別
に
さ
ま
み
＼

の
道

を
説

て
、
お

の
ぐ

、
其
道

を
正
逍

の
や
う
に
申

せ
ど
も
、
異
國

の
道

は
、
皆
末

々
の
枝
道

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
　り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
だ

し

て

、本

の

ま

こ
と

の
正
道

に

は
あ

ら
ず

、
た

と

ひ

こ

玉
か

し

こ
と
似

た

る
所

は

有

と

い

へ
ど
も

、
そ

の
末

々

の
枝

み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
き

道

の
意

を

ま
じ

へ
と

り

て

は

、
ま

こ

と

の
道

に
か

な

ひ
が

た

し

.。
い

で

そ

の

一
す

ち

の
本

の
ま

こ
と

の
道

の
趣

を

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

の

ぞ
う
お
い

だ
うわ

　

　

　

の

あ
ら
く

申
さ
む
に
は
、
ま
つ
第

一
に
、
此
世
中

の
惣
體

の
道
理
を
、
よ
く
心
得

お
く
べ
し
。
其
道

理
と
は
、
此

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

そ
の
も
と
　
　
　
お
か
み
　
む
す
び
の
が
み

か
　
み
　
む
す
び
の
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
び

天

地
も

諸

肺

も

萬

物

も

、皆

こ

と
み

＼

く

其
本

は
、

高

皇

産

靈

韓

紳

皇

産

靈

紳

と

申

す

二
神

の
琵

靈

の
み

た

ま

と
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な
わ
い
　
で
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
　
し　
　
　ゆ
ん
る
ゐ
　
　
う
き
　
　み
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
　
お
ま

申

す

物

に
よ

り

て
、
成

出

來

た

る

物

に

し

て
、
世

々
に
入

類

の
生

れ
出

、萬

物

萬

事

の
成

出

る
も

、み

な

此

御

靈

に

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い　
ぎ
　
な
　
ぎ
　
い　
ざ
　
な
　
み
　
ふ
お
　いし
ら
のぎ
は
み
か
み

ら
ず

と

い

ふ

こ
と

な

し

。
さ

れ

ば

紳

代

の

は
じ

め

に
、

伊

邪

那
岐

伊

邪
那

亥

二
桂

大

御

紳

の
、圃

土

萬

物

も

ろ

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
サ　
　
　
　
　
むす
び
　
　
　み
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む
す
び
　
　
　み

　

　

　

　

　

　
う
み
な

ろ

の
聯

た
ち

を

生
成

し
給

へ
る
も

、
其

本

は
皆

、
か

の

コ
紳

の
産

靈

の
御

靈

に

よ
れ

る

も

の
な

り

、
抑

此
産

靈

の
紳

むま
　
　
　
　
　
　
　
き

し
め
りく

靈

と
申

す

は
、

奇

々
妙

々
な

る
紳

の
御

し

わ
ざ

な
れ

ば

、

い
か

な

る
道

理

に

よ
り

て
然

る

ぞ

な

ど

い
ふ

こ

と

は
、

　

　

　

　

　

ち
ゑ
　
　
　
　
　
はか
り
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
い
こく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む

さ

ら

に

人

の
智

慧

を
以

て
、測

識

べ
き

と

こ
ろ

に

あ

ら
ず

、然

る
を

外

國

に
ぱ

.
正
道

の
傳

へ
な

き

故

に

、
此
紳

の
産

す
ぴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
や
う
よ
つ
く
ρ
、一ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
b
く
つ

靈

の
御

し

わ
ざ

を

え

し

ら

ず

し

て

、天

地

萬

物

の
道

理

を

も

、
或

は
陰

陽

八

卦

五

行

な

ど

い

ふ

理
窟

を

立

て
、
こ
れ

　

と
き
あか
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ご
んち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
せ
つ　
　
　
　
　
　
ま
こと
　
　
　
さ
　や
う

を
説

明

さ
む

と
す

れ

ど

も

、
こ
れ

ら

は
皆

、
入

智

の
お

し

は

か
り

の
妄

説

に
し

て

、
誠

に

は
左

樣

の
道

理

は

あ

る

こ

　

　

　

　

　

　

い
　ざ

な　
ぎ
のお
ほ
が　
か
み
　
　
　め
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ょ
　
み
の
く
ニ

と
な

し
。

さ

て

伊

邪
那

岐

大

御

紳

、

女

紳

の
か

く

れ

さ

せ
給

ひ

し
を

、
深

く

か

な

し

ま

せ
給

ひ

て
、
豫

美

國

ま

で

し
だ
ひ
ゆ
か
　
　
　
　
　

　
　
　う
つ
し
く
に
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
よ

み
の
　
　
ゑ

あ
く
　
ふ
れ
　
　

　
　
　
き
よ

慕

行

せ

た

ま

ひ

し
が

、
此

顯

國

に

か

へ
ら

せ

た
ま

ひ

て
、
そ

の
豫

美

國

の
穢

惡

に
觸

給

へ
る

を

、
清

め

た

ま

ふ

と
し

　

　

　

　

　

　

　

　

　
の
あ
ぱ
ぎ
ばら
　
み
み
そ
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
や
う
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
ま
て
ら
す
お
ほ
みか
み
な
も
いで

　

　

　

　

た
ち
ば
な
の
を
ご

　

つく
し

て

、筑

紫

の

橘

小
門

の
檍

原

に
御

禊

し
給

ひ

て

、清

淨

に
な

ら

せ

給

へ
る

と

こ
ろ
よ

り
、

天

照

大
御

紳

生

出

ま

し

　

　

　

　

　

　

お
ほ
ム
か
ム
　
　み
こ
とよ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
が
　
　ね
か
ま
の
は
ら
　
　し
ろし

め
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
て
ら
す
お
ほ
か
か
み

ま

し

て
、
　

御

父

大
御

紳

の
御

事

依

し

に

よ
り

て
、
永

く

高

天
原

を
所

知

看

す

な

り

。
　

天

照

大

御
聯

と
申

し
奉

る

　

　

　

　

　

　

　

　

ち

の

　

　

　

　
あ
ま
つ

ひ

　

　

　

　

の

　

　

　

す
め
ム
ま
の
み
こ
と

は
、
あ

り

が

た

く
も

即

今

此

世

を

照

し

ま

し

ま
す

、天

津

日

の
御

事

ぞ

か

し
。
さ

て
此

天

照

大
御

紳

の
、

皇

孫

奪

　

も
し
はら
のな
か
つく
ねい　
　
し
ろ
し
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
のど
　
　
　く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
め
い

に

、葦

原

中

國

を
所

知

看

せ

と
あ

り

て
、
天

上

よ
り

此

土

に
降

し

奉

り

た

ま

ふ
。

其

時
に

、

大

御

紳

の
勅

命

に
、

あ
ま
つ
　
ひ
　
つ
ぎ
ば
あ
め
つ
ち
の
む
お
と
き
ぽ
か
き
ぱ
に
さ
か
え
ま
さ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
よ
く
れ
い
　
　
　
　
　
　

　
　
　
こ
ん
け
ん
プ
い
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

費

祚

之

隆

當

與

天
壤

無

窮

者

矣

と

あ

り

し

、
此
勅

命

は

こ
れ

、
道

の
根

元

大

本

な

り

。

か

く

て
大

か

た
世

申

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

O
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だ
ん
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

よ
う
つ
の
道

理
、
入

の
道
は
、瀰
代

の
段

々
の
お
も
む
き
に
、
こ
と
ぐ

く
備

は
り
て
、
こ
れ

に
も
れ
た
る
事

な
し
。

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
　
ろ
ざ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　く
　
ふ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ご
　
　
ゐ
づ

さ
れ
ば
ま
こ
と
の
道

に

志

あ
ら
ん
人

は
、
紳
代

の
次
第

を
よ
く
く

工
夫

し
て
、
何
事
も
そ
の
跡
を
尋
ね
て
、
物

　

　

　

　

　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イこ
　
で
ん
ぜ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
が
いひ
い
で

の
道

理

を
ぽ

知

べ

き

な

り
。

そ

の
段

々
の

趣

は

、
皆

こ
れ
紳

代

の
古

傳
説

な

る
ぞ

か

し
。

古

傳
読

と

は

、誰

言

出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ち
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　し
る

た

る

こ
と

曳
も

な

く

た

黛

い
と

上
代

よ

り
、
語

り
傳

へ
た

る
物

ζ
し

て
、齣
古

事

記

日
本

紀

に
記

さ

れ

た

る
所

を
申

　

　

　

　

　

　

　
ふ
お
ふ
み
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
お
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こう
せ
い　
　
し
ん
て
ん
　
　
と
く

す

な

り

。

さ

て

此

二
典

に
記

さ

れ

た

る
趣

は
、
い

と
明

ら

か

に

し

て
、
疑

ひ
も

な
き

事

な

る
を

、
後

世

に
紳

典

を
説

も
の
　

　

　

　
　

　
し
ん
じ

く

じ
ゆ
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　つ
く
　

い
だ
　

　

　
　

　

　

　

　
い
つ
は
わ

と
　

　
を
し
　

　
　

　

　
い

こ
く
ふ
う
　

り

く
つ

者

、
あ

る

ひ

は
紳

祕

口
授

な

ど

い
ふ

こ

と

を
造

り

出

し

て

、あ

ら

ぬ
僞

を
説

き

教

へ
、
或

は

異

國

風

の

理
窟

に

の
み

な
づ
　

　

　

め
う
し
ゆ

し
ん
　

　

　

　

　

　

の
　

　

　

　

　

　

　

　

。耋

泥

み

て

、繭

代

の
妙

趣

を
信

ず

る

事

あ

た

は
ず

。

世

中

の
道

理

は
、
み

な

紳

代

の
趣

に
備

は
れ

る
事

を
も

え

さ

と
ら

　

　

　

　

　
わ
が
こ
　
で
ん
せ
つ　
　
む
ね
　
　
　
　
ね
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
こく
　
　せ
っ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

ず

。

す

べ

て
吾

古

傳

説

の
旨

を

ば

、立

る

こ

と
あ

た

は
ず

し

て
、
か

の
異

國

の
読

の

お
も

む

き

に
す

が

り

て
取

さ
ば

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ
にく
し
　
れ
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
こ
の

か

む

と
す

る

か

ら
、
そ

の
異

國

の

い
ふ

と

こ
ろ

に

合

さ
る
事

を
ば

、
み

な

私

の
料

簡

を

以

て

、
み
だ

り

に
己

が

好

　

　

　

　
と
き
ま
げ
　
　
　
　
　
　お
か
ま
の
は
ら
　
　
　
　
て
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

む

か
た

に
読

曲

て
、
或

は

高

天
原

と

は
、
帝

都

を

い
ふ

な
ど

玉
解

な

し

て
、
天

上

の
事

に
あ

ら

ず

と

し

、
　

天
照

大
御

　

　

　

　

　
ほ
ん
て
う
　
　
お
い
そ
　
　
　
　　
　
　
　
こ
の
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
し
ん
ん
　
　
　
　
　
　　
　
　
とき
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ　
ひ

紳

を
も

た

黛
本

朝

の
大

租

に

し

て
、
此

土

に
ま

し
/

丶
し
棘

人

の
如

く

に
説

な

し

て
、
天

津

日

に

は
あ

ら

ざ

る
や

う

　

　

　
レコぐ
ひ
　
　
　
　
　
　い
こ
く
ふう
　
ち

く
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
しひ
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
　
　
　
　
　
　
　
わ
むく
レ
　　りと

に
申

す
類

、
み
な

こ
れ

異

國

風

の
理

窟

に

《、
つ
ら

ひ

て

、強

て
そ

の
趣

に
合

さ

ん

と
す

る

私

事

に
し

て

、古

傳

説

を
、

　

　

　

　

　
せぽ
　
　ち
ひ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
ほ
ん
　
　
　
　
　
う
しな
　
　
　
　
　
　し
ん
て
ん
　
　
　
　
　
そ
む

こ
と

さ

ら

に
狹

く

小

く

な

し

て
、
そ

の
旨

ひ
ろ

く

ゆ
き

わ

た
ら

ず

、
大

本

の
意

を
失

ひ
、
大

に
憩

典

の
趣

に
背

け

る

　

　

　

　

　

　

　

　

い
ち
ま
い
　
　
　
　
　
　へ℃
て
　
　
　
　
　
　
　君
か
ま
の
感
ら
　
　
　
　
　
　
い
つと
う
　
　い仁
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

も

の
な

り

、抑

天

地

は

一
枚

に

し

て
、
隔

な

け

れ

ば

、
高

天
原

ば

、
萬

國

一
同

に
戴

く

と

こ
ろ

の
高

天
原

に
し

て
、

O
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あ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ　
　
　
　
　
　
う
　
ち
う

天

照

大
御

紳

は

、そ

の
天

を

し

ろ

し

め
す

御

紳

に

て
ま

し

ま

せ
ば

、
宇

宙

の
あ

ひ
だ

に

な

ら

ぶ
も

の
な

く

、
と

こ

し

　

　

　

　
　

　

か
ぎ
b
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
か
いば
ん
こく
　
の
　
　と
(
く
nう
　か
う
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　いつ

な

へ
に
天
地
の
限

を
あ

ま
ね
く
照
し
ま
し
く

て
、
四
海
萬
國
此
御
徳
光
を
蒙
ら
ず
と

い
ふ
こ
と
な
く
、
何
れ

の
國

　

　

　

　
の

み

か
け

い
ち
に
ち
へ
ん
し

仁
つ

の

い
仁
'.
た
ふ
と

の

と

て
も

、
此

大
御

繭

の
御

蔭

に
竜

れ

て
は

、
一
日
片

時

も

立

こ
と

あ

た

は
ず

、
世

中

に
至

て
釁

く
あ

り
が

た
き

は
、
此

　

　

　

　
　

　

　

　

ぐ
わ
いこ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
ん
き
や
う

大

御

紳

な

り

、然

る

を
外

國

に
は

皆

、
紳

代

の
古

傳

読

を

失

へ
る

が

故

に

、
こ

れ
を

霹

敬

し

奉

る

べ
き

こ

と

を
ば

し

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

か
む
が
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
や
う
　
　せ
い　
　
　
　
　
き
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　ほ
か

　

　

　

　
　

　

ご
ん
ち

ら

ず

し

て
、
た

父
人
智

の

お

し

は
か

り

の

考

を

以

て
、
み

だ

り

に
日

月

は
陰

陽

の
精

な
ど

玉
定

め
お

き

て
、
外

に

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

お
て
　

う
へ　

を

と
　

　

　

そ
のよ
　

　

　

　

　

　

み
ち
く

し
ゆ

　

　

　

　

トほう
じ
ゆ
う
のく
に

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

て
んて
い

あ

る

ひ

は
唐

戎

國

に

て

は
、
天

帝

と

い
ふ

物

を

立

て
、
上
な

く

霹

き

物

と

し

、其

餘

の
國

々
に

て
も

、道

々
に
主

と

　

　

そ
ん
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
だ
り　
せ
つ　
　
つく

し

て
釁

奉

す

る
物

あ

れ

ど

も

、
そ
れ

ら

は
或

は

お

し

は

か

り

の

理
を

以

て

い

ひ
、
或

は
妄

に
説

を

作

り

て

い

へ
る
物

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

か
わ

の

　

　

　

　

　

　
　

ご
つ

て
ん
て
い

て
ん
た
う

な
に

に

し

て

、
い
つ

れ

も

皆

、
人

の
假

に
其

名

を
ま

う

け

た

る

の
み

に

こ
そ

あ

れ

、實

に

は

天
帝

も

天

道

も

何

も

、
あ

る
も

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ぐ
れ
いこ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ご
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ふ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
　
か
げ

の
に
は
あ
ら
ず
、
そ
も
く

外
國

に
は
、
か
や
う
に
實
も

な
き
物
を

の
み
霹
み

て
、　
天
照
大
御
紳

の
御
蔭

の
、
よ
に

た
つ
と

ああ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み

く
に
　
か
く
べ
つ
　
し

き
い

霹

く
有

が

た
き

御

事

を

ば

、
し

ら
ず

し

て
あ

る

は
、
い
と

あ

さ

ま

し
き

事

な

る
に

、
皇
國

は
格

別

の
子
細

あ

る

が
故

　

　

　

　
　
お
ぎ

　

　

　
　

の

サ　ヒ
ゆ
う
ら
い

　

し
い

た
ふ
と

に

、
聯

代

の
正
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く

、狹

き

國

は
、
人

民

す

く
な

く

て
弱

け

れ

ば

、勢

に

お

さ
れ

て
、
狹

き
國

は

、廣

き

國

に
從

ひ

つ
く

か

ら

、
お

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

ま
こ
と
　
そ
ん
ぴ
　
ぴ
　
あ
く
　
　
　く
わ
うけ
う

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

いや
し

　

　

　

　
　

　

　

　

　

せぬ

　

　

　

　
　

　

　

ね
つと

　

　

　

　
ひ
ろ

の
つ

か

ら
廣

き

は
霹

く

、
狹

き

は

卑
き

や
う

な

れ

ど

も

、實

の
鐔

卑

美

惡

は

、廣

狹

に

は

よ

ら
ざ

る

こ

と
な

り

。
そ

の

　

　

　

　
　

　

　

　

と

ち
　
　
　く
わう
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
く
わ
う
だ
い
　
　
　
　
お
う
　
　
　
　
　
　
で
ん
ぢ
に
ん
み
ん
　
　
　
　
　
　
き
　
せ
う

　

　

　

　
　

ぐ
か
いこ
く

う

へ
す

べ

て
外

國

は

、
土
地

は
廣

大

に

て
も

、
い
つ

れ

も

其
廣

大

な

る

に
應

じ

て
は

、
田

地

人

民

は
な

は
だ

稀

少

な

　

　

ね
う
ど
　

　

　

も
ろ
の
く
か
ら
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く
ゆ
う
こく

り

。
唐

土

な

ど

は

、諸

戎

の
中

に

て
は

、
よ
き

國

冫
聞

え

た

れ

ど
も

、
そ
れ

す

ら

皇

國

に
く

ら

ぶ
れ

ば

、
な

ほ

田

地

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ひ
づ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の

人

民

は
、
は
な

は
だ

少
く

ま
ば

ら

に

し

て
・
た

黛

い

昏
づ

ら

に

土

地

の
廣

き

の
み

な

ひ

。

こ
れ

は
彼

國

の
書

ど

も

に
、

　

　

　

そ
う
ひと
か
ず
か
ま
ど
けず

あ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
け
ん
ざ
い

だ
いく

代

々
の
惣

口
數

戸

數

を
擧

た

る

と
、
本

朝

の
戸

數

口
數

と
を

く

ら

べ

見

て

、
よ

く

し

ら

る

玉

こ

と
な

り

、
叉

今
現

在

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

と

ち
　
　
ひ
ろ
　
　
　
　
　
　
も
の
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぜ
ぬ

に

本
朝

の
國

々

に

て
、
同

じ

一
國

の
内

に

て
も

、
土
地

は
廣

く

て
。.人

民

物
成

の
す

く

な

き

所

あ

り

、
狹

く

て
人

民

物

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
く
かう
け
ふ

　

　

　

　

　

へ

ず

成

は
多
き

所

も

あ

る
を

以

て
、
惣

體
土

地

の
廣

狹

に

は

か

玉

は

る
べ

か

ら
ざ

る

こ
と

を

さ

と

る
べ

し

。

古
大

國

上

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

わけ
さだ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず

國

中

國

下
國

、大

郡

上

郡
中

郡

下
郡

小

郡

と
分

定

め

ら
れ

し
も

、
必

し

も

土
地

の
大

小

に

は
か

乂
は
ら

ざ

り

し
事

そ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぐ
わう
け
ふ　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　き
だ

か

し

。
然

る

に
む

か

し
よ

り

世

の

入
、
此

わ

き

ま

へ
な
く

し

て
、
た

黛
土

地

の
廣

狹

を
以

て
、
其

國

の
大

小

を
定

む

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

み

く
に
　
　
　へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
て
う
み
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い　
こく
　
　
む
ぐ
ひ

る

は
、あ

た

ら
ざ

る

こ
と

な

り

。皇

國

は
古

よ

り

し

て

、
田
地

人
民

の
甚

多

く

稠
密

な

る

こ

と
、
さ
ら

に
異

國

に

は
類

　

　

　

　
　

の
　　
　
　　
　　
　り
　　
　
　　
　　じ
か　　
　　
　
　　
　　
　
　お
　
　　
　
　　
　　
　
　　
　
こ
と　
　
ほ
う
ぜ
う
い
んふ
　
ゆ
サつぶ
き
や
う
せ
い　
　　
　
　　
　　
　
　い
つ

な

け

れ

ば

、
此
人

數

物

成

を

以

て
量

る

と
き

は
、
甚

大
國

に
し

て
、
殊

に

豐
饒

殷
富

勇

武

強
盛

な

る

こ

と
、
何

れ

の
國
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か
く
べ
つ
　
し

き
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
す
め
か
ム
　

　

　

　

　

　

　

　
　
そ
ん

ひ

か
は

よ

く

及

ぶ
者

あ

ら

ん

。

こ
れ

又

格

別

の
子

細

に

し

て

、何

事

も

聯

代

よ

り

皇

紳

た

ち

の
、
か
く

の
ご

と
く

奪

卑

し
や
う
れ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
せ
い
じ
ゆ
し
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ど
　
　
　
　
　
　
た
ふ
と

勝
劣
を
た
て
お
か
せ
給

へ
る
も

の
な
り
。
然

る
に
近
世
儒

者
な
ど
、
ひ
た
す
ら
唐
土
を
ほ
め
霹

み
て
、
何
事

も
み
な

の
　
　
　
　
　
　
　
す
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
つ
た
い
　
　
　
　
　
く
れ
う
こ
く
　
　
　み
　
く
だ
　
　
　
　
　
け
ん
し
き

彼

國

を

の
み
勝

れ

た

る
や

う

に

い
ひ

な

し

、物

體

な

く

も

皇

國

を

ば
看

下

す

を

、
見

識

の
高

き

に

し

て

、
こ

と

さ

ら

　

み
だ
り

いや

お
こ

へ

ぷ
ん
く
わ

び
ら

た
うど

に
漫

に
賤

し

め
貶

さ

ん

と

し

て
、
或

は

本
朝

は
古

に
道

な

し

と

い

ひ
、
惣

じ

て
文

華

の
開

け

た

る

こ
と
も

、
唐

土
よ

　

　

　

　

　
お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
　
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
る
か

り

は

る

か

に
遲

し

と

い

ひ

、或

は
本

朝

の
古

書
ぽ

、
古

事

記

日

本

紀

と

い

へ
ど
も

、
唐

土

の
古
書

に

く

ら

ぶ
れ

ば

、
遙

　

こ
う
せ
い
　
き
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぶ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
　
つ
く

に
後

世

の
作

な

り

と

い

ひ

て
、
古

簿

説

を

破

り

、
或

は

日
本

紀

の
文

を

見

て

、
上
古

の
事

は
み

な

、後

の
造

り

こ

と
そ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
と
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん
　
　
　
　
　
　
　
く
は
し

と

い

ひ

お

と
す

た

ぐ

ひ
、
こ
れ

ら

は
皆

例

の
な

ま

さ

か

し
き

、
う

は

べ

の

一
わ

た

り

の
論

に
し

て

、
精

く
思

は
ざ

る

　

　

　

　

　
　

　

　

　

ガ
う
ど
　
　
　
　
　
　
　
　に
づ
　
　ま
ど
　
　
　
　た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
へ
つ
け
ん
しき

も

の

な

り
。

そ

の
う

へ
唐

土

の
書

に

の
み

泥

み

惑

ひ

て
、
他

あ

る

こ
と

を

し

ら
ざ

る
も

の
な

れ

ば

、
返

て
見
識

も

い

　

ち
ひ
さ　
び
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し

と

小

く
卑

き

こ

と
な

ら
ず

や

。
又

か

や
う

に

他

國

を
内

に

し

て
、
吾

本
國

を

外

に

す

る

は
、
己

が

よ

る

所

の
孔

子

の

　

　

　

　

　
　

そ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん
　
　
　
　
　
　
あ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
　
く
に
　
　
　へ

意

に

も

、
い

た
く

背

け

る

竜

の
な

り

。す

べ

て
右

の
論

ど
も

の
、
當

ら

ざ

る

こ
と

を

い
は
ば

、
ま
つ

皇

國

の
古

は

道

な

　

　

　

　

　

こ
の
ば
う
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
う
じ
ゆ
う

し

と

い

ふ

は
、
此

方

に

ま

こ
と

の
勝

れ

た
る

道

の
あ

る

こ

と

を

し
ら

ず

し

て
、
た

黛
唐

戎

の
道

を

の
み

道

と

心

得

た

　

　

　

　

　
　

　

　

　

た
う
ジ
ゆ
う　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
え
だ
み
ち

る

ひ

が

こ

と

な
り

。
こ

の
唐

戎

の
道

な

ど

は
、
末

々

の
枝

路

な
れ

ば

9
と

も

あ

れ

か

く
も

あ

れ

、
そ

れ

に

か

鼠
は

る
べ

　

　

　

　

　
　

　

　

ぷ
ん
く
わ
は
や
　
び
ら
　
　
　
　
　
　

た
うど
　
　す
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
　
ぶ
ん
く
わ
　
ひ
ら

き

こ
と

に
あ

ら

ず

、
又

文

華
早

く

開

け

た
り

と

て
、
唐

土

を
勝

れ

た
り

と

思

ふ

も
、
ひ
が

こ

と
な

り

。早

く
文

華

の
開

　

　

　

　

　
　

　

　

　

つ　
　
　
　
　
　
は
や
　
　
へん
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の　
　
　
　ふ
う
を
く
　
　
あ
し
　
　け
い
ほく

け

た

る

や
う

な

る
は

、
萬

の
事

の
早

く

變

化

し

た

る

に

て
、
こ
れ

彼

國

の
風

俗

の
惡

く

輕

薄

な

る

が

故
な

り

。

い
か
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た
う
じ
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
を　マ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
の
たザヒと
ふる
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つと

に

と

い
ふ

に

、
か

の
唐

戎

は

、
上

古

よ

り

人
心

な

ま

さ

か

し

く

し

て

、物

事

舊

き

に
よ

る

こ
と

を
爾

ば

ず

、
ひ
た

も

の

お
の
　
　
し

も
よ
く
　
ふ
う
　
　
　
　
　
　
あ
ら
た

か
ふ
　
　
　の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
く
み
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
　
　
　
も
　
や
う
　
　
　
よ
　
し
　
　
す
み
や
か

己

が

思

慮

工

夫

を

以

て
、
改

め
變

る

を

よ
き

事

に
せ

る

國

俗

な

る
故

に
、
お

の
つ

か

ら

世

中

の
模

樣

は
、
世

々

に

速

　

う
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
く
に
　
　
　
せ
い
ちよ
くち
ま
う
こ
う　
　
　
　ふ
う
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る　
　
あ
こ　
　
　
　
　
ま
も

に
移

り

か

は

り

し

な
り

。

然

る

に
皇

國

は

、
正
直

重

厚

な

る

風
儀

に

て

、
何

事

も

た

黛
古

き

跡

に

よ

り
守

り

て
、

か
ろ
く

　

　
し

ち
　

　

　

あ
ら
お
　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
　

も

やう
　

　

　

　

　

　

か
は

輕

々

し
く

私
智

を
以

て
改

む

る
事

は

せ
ざ

り

し
故

に

。世

申

の
模

樣

の
よ

玉
に
う

つ
り

變

る

こ

と
も

、
お

の
つ

か

ら

す
み
や
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
よ
う
こ
う
　
ふ
う
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
く
れ
　
　
ち
　
そ
く
　
　
し
や
う
に
つ

速

に

ほ
あ

ら
ざ

り

し
な

り

。

此

重

厚

の
風

儀

は

、
今

も

な

ほ

遺

れ

る

こ
と
そ

か

し
。

獪

此

變

化

の

遲
速

の
勝

劣

を

　

　

　

　
ぎ
う
ぽ

け
いけ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
うま
　
　
　
　
　
　
せ
い
ちや
う
　
　
　
　
　
は
は
ば
だ
す
み
や
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

い

は

虻
、
牛

馬
鷄

犬

な

ど

の

た
ぐ

ひ
は

、
生

れ

て

よ

り
成

長

す

る

こ
と

甚

速

　

　る

を

、
人

は

こ
れ

ら

に
比

ぶ

れ

　

せ
いち
や
う

は
な
は
だ
お
そ

　
　

な
う
ら

モ
さ

へん
く
わ

お
そ

る

ば
、
成

長

す

る

こ
と

甚

遲

し

。

こ
れ

ら

を

以

て
准

論、見

る

に
、
勝

れ

る
物

、變

化
す

る

こ
と

遲

き
道

理
も

有

べ

し
。

　

　

　

せ
い
ち
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　す
み
や
か
　
　
　
て
う
こ
う
　
　
　
　
　
い
の
ちみ
こ
か
　
　
　
　
　
お
そ
　
　
　
　
い
の
ちな
が
　
　
　
　て
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
も
　
や
う

叉

か

の
成

長

す

る

こ
と

の

速

な

る
鳥

獸

な

ど

は

、命

短

く

、
人

は

遲

く

て
、命

長

き

を

以

見

れ

ば

、
世
中

の
模

樣

の
、

　

　

　

　

　
　

　

　

　

は
や
　
　
と
ニ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　い
の
ち
み
ち
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　え
い
き
う

う

つ
り

か

は
れ

る

こ
と
早

き

處

は
.
其

國

の
命

短

く

、
う

っ
り

か
は

る

こ
と

の
遲
き

國

は
、
存

す

る

こ
と

永

久

な

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

す
　
せ
ん
きデハざ
い
　
　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
　
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
し
ゆ
つ　
じ
　
だ
い

る

べ

し

。

そ

の

し
る

し

は

、數

千

万
歳

を
纏

て
後

に

見
ゆ

べ
き

な

り

。

夊
古

書

の
事

を

、そ

の
撰

出

の
時

代

を
以

て

う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
ゆ
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

ち
　
　
　
　
　
　
　
　こ
く
を
く

論

ず

る
も

、う
ぽ

べ

の

こ
と

な

り

。
其

故

は
、
右

に
申

せ

る
如

く

.
唐

戎

は
な

ま

さ

か

し

く

、私

智

を

ふ

る
ふ
國

俗

に

　

　

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
くし
や
　
　お
の
　
　
　
　
　
　
　か
き
い
　ロ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ　
お
う
　
　
　
　
ふ
る
　
　ち
か
　
　
　
し
よ
う
ぴ
つ

て
、
其

害
書

も

、お

の
お

の
作

者

の
己

が
心

よ

り

書

出

せ

る
故

に
、
そ

の
時

代

に

應

じ

て

、古

き

近

き

の
勝

劣

あ

る

こ

　

　

　

　

み

く
に

へ

ち
よ
う
こ
う

ふ
うぎ

　

　

　

　

お
の

　

　

　

　

　

　

　

ふ
る

と

な

る

が

、皇

國

の
古

は

、
重

厚

な

る
風

儀

に

て
、
す

べ

て
の

事

に

、己

が

さ
か

し
ら

を

用

ひ
ず

。

か

ろ
ゐ

＼
し

く
舊

　

　

あ
ら
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ニ
　
で
ん
　
　き
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
お

き

を
改

む

る

こ
と

な
ど

は

せ
ざ

り

し

か

ば
、
古

傳

の
説

も

、
た

攣
紳

代

よ
り

語

り

傳

へ
の

ま

弐
に

て
、
傳

は

り
來

り

驚

・耄

・ー

董
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寒
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の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ゼ
ばく
　
　
　む
う
じ
ゆ
う

し

を

、
其
古

傳

読

の

ま

玉

に
記

さ

れ

た

る

、
古

事
記

日
本

紀

な

ど

は

、
か

の
輕

薄

な

る

唐
戎

の

あ
ら

は

せ
る

書

ど

も

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

ろ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の

と
同

じ

な

み

に

、時

代

を

以

て
論
ず

べ
き

に

あ
ら

ず

、
撰

録

の
時
代

こ
そ

後

な

れ

、
其

傳
説

の
趣

は

、聯

代

の

ま

製
な

　

　

ね
う
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
つ
　
　
　
　
　
　

ぷる
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ね
う
ど
　
　
し
よ
じ
や
く

て
い

れ

ば

、
唐

國

の
古
書

ど
も

よ

り

は

、
返

て
は

る

か

に
古

き

事
な

る

を

や

、但

し

日
本

紀

は
、
唐

土

の
書

籍

の
躰

を

う

ら

　

　

　

か
ん
ぶ
ん
　　
れ
りさ
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　ぷ
ん
　
　
　　
　　
　
　　げ
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　う
ち
が

や

み

て
、
漢
文

を
飾

ら
れ

た
る

書

な

れ

ば

、そ

の
文

に
よ

り

て
解

す

る

と
き

は
、
疑

は

し

き

事

お

ほ

か

る
べ

し

、
さ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

ぷ
ん

ば

日

本

紀

を

見

る

は
、
文

に
は

か

よ
は

ら
ず

、古

事

記

と

く

ら

べ

見

て

、
そ

の
古

傳

の
趣

を

し

る

べ
き

な

り

。
大

か

た

　

　

し
　
さ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
り
しや
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん
　
　
　
　
ま
ど

右

の
子

細

ど

も

を

よ

く
わ

き

ま

へ
て
、
す

べ

て
儒

者
ど

も

の
な

ま

さ

か

し
き

論

に

は
、
惑

は

さ

る

ま
じ

き

こ

と

に
な

　

　

　

　

　

の
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
び
だ

ん

。さ

て
世

中

に
あ

ら

ゆ

る
、
大

小

の
も

ろ

ノ
＼

の
事

は
、
天

地

の
間

に

お

の
つ

か

ら
あ

る

こ
と

も

、
人

の
身

の
う

へ

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み　
おま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん

の

こ

と
も

、
な

す

わ

ざ

も

、皆

こ

と
み

＼

く

紳

の
御

靈

に

よ
り

て
、
紳

の
御

は

か
ら

ひ
な

る
が

、
惣

じ

て
紳

に

は

、
尊

ひ

ぜ
ん
あ
く
じ
や
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
じ

ぜ
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
じ
　
さ
や
う
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん

卑
善
悪

邪
正

さ
ま
み
＼
あ

る
故

に
、
世
中

の
事
も
、
吉
事
善
事

の
み

に
は
あ
ら
ず

、悪
事
凶
事
も
ま
じ
り

て
、國

の
亂

な
ど
も
を
り
く

は
綻
　り
・世
の
た
め
人
の
た
め
に
あ
し
き
事
な
ど
も
律
癌

れ
・
叉
人
の
眺
副職
な
ど
㊨
・
聴
し
く
道

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
し
　
　
　
　
　
　し
よ
ゐ
　
　
　
　
　
　
あ
しき
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い　
ざ
　な
　
ぎ
の
お
ほ
み

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
か
み

理

に

あ

た
ら

ざ

る

こ
と

も

多
き

、
こ
れ

ら

は

み

な
惡

き

醜

の
所

爲

な

り

。
惡

紳

と
申

す

は
、
か

の
伊

邪
那

岐

大
御

職

　

み
み
そぎ
　
　
　
　
　よ
　
み
の
く
に
　
　け
が
れ
　
　
　
なり
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
が
っ　
ぴ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
　
お
ま

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

も
ろ
ノし

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

よ
こ
きま
　
　
　
　
　
　あ
し

の
御

礇

の
時

、
豫

美

國

の
繊

よ

り
成

出

た
ま

へ
る

、
渦
津

日
棘

と
申

す

紳

の
御

靈

に
よ

り

て
、
諸

の

邪

な

る
事

悪

　

　

　

お
こ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さか
め　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
が
み
　
　
　
　
　
お
ん
ま

も
　
　
お
ん
ち
か
ら

き

事

を
行

ふ
紳

た
ち

に

し

て

、
さ

や
う

の
紳

の
盛

に
荒

び

給

ふ
時

に

は
、
皇

韓

た

ち

の
御

守

護

り

御

力

に
も

及
ば

せ

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

た
ど
　
　
　
　
　
　
よ
き
こ
と
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
ま

給

は

ぬ
事

も

あ

る

は
、
こ
れ

紳
代

よ

り

の
趣

な

り

。
さ

て

正

し
き

事

善

事

の
み

は

あ

ら
ず

し
て

、
か

や

う

に

邪

な
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あ
し
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こん
ビは
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

る

事
惡

き

事

も

必

ま

じ

る

は
、
こ
れ

夊

然

る

べ
き

根

本

の
道

理

あ

り

。
こ
れ

ら

の
趣

亀
皆

、
紳

代

よ

り
定

ま
り

て
、
共
.

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

く
に
し

し

き
い

　

の

は
ぺ

こ
とな
が

事
古

事

記

日
本

紀

に

見

え

た
り

。
そ

の
委

き

子
細

こ
も

は
、
古

事

記
傳

に
申

し
侍

り

、
事

長

け

れ

ば

、
こ

玉
に
は

つ

　

　

　

　

　
　

　

よ　
み
のく
に
　
　け
が
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　ち
　
か

く

し

が

た

し
。
さ

て
豫

美
國

の
穢

と

い
ふ

に
付

て

、
一
ツ

ニ

ッ
由
・す

べ
き

こ

と
あ

り

、
ま

つ
豫

美

と
申

す

は
、
地

下

の

　

　

　

わ　
　
　
ね
のく
に
そ
こ
のく
に
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
ね　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
　
　
　
　
　　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
か
り
ゆく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
　
め
い　
ざ
　
な

こ
ん
て
い

根

底

に
在

て

、根

國

底

國

と
も

申

し

て
、
甚

き

た

な

く
悪

き

國

ー7
そ

、
死

せ

る

人

の
罷

往

と

こ
ろ

な

り

。其

始

伊

邪

那

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

よ
　
み
の
　
　
　
　ゆ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
　も
つ
へ　
ぐひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゐ
さ
ん
　
　
　
　
　
　し
ょ
く

み
の
み
こ
と

美

尊

か

く

れ

さ

せ
給

ひ

て
、
此
豫

美

國

に
往

せ

た

ま

ひ

し
が

、
黄

泉

戸
喫

と

て

、
其

國

の
炊

爨

の
物

を

食

し
給

ひ
し

　

　

　

　

　

な
が
　
　ヤのしの
う
つし
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
けいか
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
う
あ
く

け
が
れ

繊

に
よ

り

て

、永

く

此

顯

國

に
か

へ
ら

せ

た

ま

ふ

こ
と

か

な

は
ず

、
此

穢

に
よ

り

て

、
つ

ひ

に
凶

惡

の
紳

と
な

り

給

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

ま
が
つ
　
ぴ
の
　
　
　
な
も
いだ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
いせ
っ　
　い
み
つ
とし

　

　

　

　

け
が
れ

ひ

て
、
そ

の
穢

よ

り
、
か

の
蝸

津

日

紳

は
成

出

給

へ
れ

ば

、
此
逍

理
を

よ

く

思

ひ
て

、
世

に
大

切

に
忌

愼

む

べ
き

は
、.

　

　

け
が
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
と
　
　
い
や
し
　
　よ
き
　
あ
し
　
　
　
　
　
こ
とみ
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　す
　
　
よ

み
の

物

の
穢

な

り

。
さ

て

世

の

人
は

、
貴

き

竜
賤

き
も

善

も

惡

き

も

、
み
な

悉

く

、
死

す

れ

ば

、
必

か

の
豫

美

國

に

ゅ

か

　

　

　

　

　
　

　

　

　

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　め　

ぱ
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
に

ざ

る

こ

と
を

得

ず

、
い
と
悲

し
き

事

に

て
ぞ
侍

る
。
か

や

う

に

申

せ
ば

、
た

黛

い
と

淺

は

か

に

し

て
、
何

の
逍

理

も

な
、

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

で
ん
せ
つ　
　
　
　
　
　
め
う
り

き

こ
と

の

や
う

仁
は

聞

ゆ
れ

ど

も

、
こ
れ

ぞ
紳

代

の

ま

こ
と

の
傳

読

に

し

て
、
妙

理

の
然

ら

し
む

と

こ
ろ

な

れ

ば

、

　

　

　

　

　

ぼ
ん
ち
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　し
　
ぎ
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
い　
こげ　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　っく

な

ま

じ

ひ

の
凡

智

を

以

て

、
と

や

か
く

や

と

思
議

す

べ

き

事

に

あ

ら
ず

。
然

る
を

異

國

に

は

、
さ

ま
み

＼

の
逍

を

作

　

　

　

　

し
や
う
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
ん
ち

り

て

、入

の
生

死

の
道

理

を
も

、
甚

お
も

し

ろ

く

か

し

こ
げ

に
読

こ
と

な
れ

ど
も

、
そ

れ

は

或

は

人
智

の
お

し
は

か

　

　

わ

く
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
とも
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　つ
が
ふ
　
　
　つ
く

り

の
理
窟

を
以

て

い

ひ
、
或

は

世

の
入

の

尤

と
信

ず

べ
き

や
う

に
、
都

合

よ

く
造

り

た

る
物

に
し

て
、
い
つ

れ

も

.

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

き
よぎ
う
　
　
　
　
　
　づ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つく
　
　
　
　
　せ
つ　

も
つ
と
も

お
も
し
ろ

面
白
く
は
聞
ゆ
れ

ど
も
、
皆
虚
妄

に
し
て
、實

に
あ

ら
ず
。惣

じ
て
人

の
か
し

こ
く
造

り
た
る
説
は
、
尤
な
る
や
う
に
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か
へ
つ
あ
さ
く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ち

ゑ
　

か
ぎ

聞

え

、
ま

こ
と

の
傳

へ
は

、返

て
淺

々
し

く

、
お

ろ

か
な

る

こ

と

の
や

う

に
聞

ゆ

る
物

な

れ

ど

も

、
人

の
智

慧

は
限

あ

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

あ
さ
　
　
　
　
　
　お
ろ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
つ　
か
ぎ
い
　
　
　
　
　
　
　め
うわ

　

　

え
　
はか

り

て
、
得

測

り

し

ら

ぬ

と

こ

ろ
多

け

れ

ば

、
す

べ

て

そ

の
淺

は
か

に
愚

に

聞

ゆ

る
事

に

、
返

て
限

な

く
深

き
妙

理

は

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

ぼ
ん
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
お
が
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　も
つと
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
お
の

あ
.る

こ
と
な

る
を

、
及

ば

ぬ
凡

智

を
以

て

こ
れ

を
疑

ひ

、
か

の
造

り

こ
と

の

、
尤

ら

し

く
聞

ゆ

る
方

を

信

ず

る

は

、
己

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

か
へ
つ　
　
　
　
お
ろか
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
き
い
し
け
ん
セく
ほ
う
い
うか
　
ざ
いに
ん
じ

　

　

　

し
ん

が

心

を
信

ず

る

と

い
ふ

も

の
に

て

、返

て

い

と
愚

な

る

こ
と

な

り

。
さ

て
死

す

れ

ば

、
妻

子
眷

屬

朋

友

家

財

萬

事

を

　

　

　
　

　

な
れ
　
　
　
　
　
　
　
な
が
　
　わ
か
　
　さ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　が
へり
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
た
な

よ

み
の

も

ふ

り
す

て

、馴

た

る
此

世

を

永

く
別

れ

去

て
、
ふ

た

玉
び

還
來

る

こ

と
あ

た

は

ず

、
か

な

ら
ず

か

の
穢

き

豫

美

國

　

ゆ
く

し

　
　

い

こ
く

に
往

こ
と

な
れ

ば

、世

の
中

に
、
死

ぬ

る

ほ

ど

か
な

し
き

事

は

な

き

も

の
な

る

に
、
か

の
異

國

の
道

々
に

は
、
或

は

こ

　

　

　
　

か
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぜ
ん
あ
く
　
　しん
ぼ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し

れ

を

深

く
哀

む

ま

じ
き

道

理

を
説

き

、
或

は

此
世

に

て

の

し
わ
ざ

の
善

惡

、
心
法

の

と
り

さ

ば

き

に
よ

り

て

、
死

し

　

　

　
　

　

　

　

や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
ろ
　
　く
は
し
　と
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ど
　
　
　
　
　そ
のせ
つ　
　
　
も
つと
も

て
後
に
な
り
ゆ
く
樣

を
も
、
い
ろ
く

と
廣

く
委
く
説
た

る
故
に
、
世
人
み
な
こ
れ
ら

に
惑

ひ
て
、
其
説

共
を

尤

　

　

　
　

　

　

し
ん
か
う
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　か
な
し
　
　
　
　
　
お
るか
　
　
　
　.　

ま
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ぢ
　
　
　
し
ひ

な

る
事

に

思

ひ

、信

仰

し

て
、
死

を

深

く
哀

む

を
ば

、
愚

な

る
心

の
迷

ひ

の
や

う

に

心
得

る
か

ら

、
こ
れ
を

愧

イ丶

強

　

　

　
　

　

　

か
な
し
　
　
　て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
と
　ハ　
の
こ

て
迷

は

ぬ

ふ
り

、悲

ま

ぬ
躰

を

見

せ

、
或

は
辭

世

な

ど

い

ひ

て
、
ご

と
ご

と

し

く
悟

り
き

は

め
た

る
さ

ま

の
詞

を
遺

、

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
い
つは
り
　
　
　
　
　
　
　こ
と
　
　
　
　
　
　
に
ん
ご
や
う
　
そ
む

し

な

ど
す

る
は

、
皆

こ
れ
大

き

な

る

僞

の

つ
く

り
言

に

し

て
、
入

情

に
背

ぎ

、
ま

こ

と

の
道

理

に
か

な

は
ぬ

こ
と

　

　

　
　

　

よ
う
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
ろ
こ
　
　
　
か
な
レ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
は
し
　
　
　
　お
ど
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ど
ろ

な

り

。す

べ

て
喜

ぶ

べ
き

事

を
も

、
さ

の
み

喜

ば
ず

、哀

む

べ
き

こ

と
を

も

、
さ

の

み
哀

ま
ず

、
驚

く

べ

き

事

に
も

驚

　

　

　
　

　

　

　

ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
君
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　い
　
こ
く
ふ
う
　
　い
つ
ば
毎か
ざ
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
つ
じや
う

か
ず

、
と

か
く

物

に
動

ぜ

ぬ

を

、よ

き

事

に
し

て
筒

ぶ

は

、
み

な
異

國

風

の

盧

僞

に

し

て

、
人

の
實

情

に

は
あ

ら
ず

、

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

し
　
　
　
　こ
と
　
　か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し
た
て
　
　
の

い
と
う

る

さ
き

こ

と
な

り

。
中

に
も

死

は
、
殊

に
哀

し

か

ら

で

は

か
な

は

ぬ
事

に
し

て

、
國

土
萬

物

を
成

立

、
世
申

の
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い
　
　ざ
　
な
　
ぎ
の
お
ほ
み
　
か
み
　
　
　
　
　
　　
　
　
め
　
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　せ
う
に

道

を
始

め
た

ま

ひ
し

、　

伊

邪
那

岐

大

御

棘

す

ら

、
か

の
女

紳

の
か

く

れ

さ

せ
給

ひ
し

時

は
、
ひ
た

す

ら
小

兒

の
こ

　

　

　

ゑ
き
か
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　み
の
　
　
　
　
　
　
し
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
ん
ニ
つ　
せ
い
じ
ヤ
う

と

く

に
、
泣

悲

み

こ
が

れ
給

ひ

て
、
か

の
豫

美

國

ま

で

、慕

ひ
ゆ

か
せ

た

ま

ひ

し

に
あ

ら

ず

や

。
こ
れ

ぞ
奠

實

の
性

情

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

き
　
や
ミ　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い　
こく
　
　せ
つ　
　
ま
び

　

　

　

　

の

に
し

て
、
世

人
も

、
か

な

ら
ず

左

樣

に
な

く

て
は

か

な

は

ぬ
道

理

な

り

。
そ

れ

故

に
、
上

古

い
ま

だ

異

國

の
設

の
雜

ら

　

　

　

い

ぜ
ん
　
　
　
　
た
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ

く
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く

ふ
う

ざ

り

し
以

前

、
人

の
心
直

か
り

し
時

に

は
、
死

し

て
後

に

な
り

ゆ

く

べ

き

理

窟

な

ど

を

、
と

や

か
く

や

と

工

夫

す

る

　

　

　

む
　
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　れう
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
　
　
　
　
　
　
ヒ　
み
の

や

う

の

、無

釜

の

こ
ざ

か

し

き

料
簡

は

な
く

し

て
、
た

§
死

ぬ
れ

ば

豫

美

國

に
ゆ

く

こ
と

鼠
、
道

理

の
ま

N
に

心
得

　

　

な
さか
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　コツく
せ
い　
　
　
　
　
　
　
え
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す
め
が
み

居

て

、
泣
悲

む

よ
り

ほ

か

は
な

か

り

し

そ

か

し

。抑

こ
れ

ら

は

、國

政

な
ど

に

は

要

な

き
申

し
事

な

れ

ど

も

、　

皇

醜

　

　

　

い　
こく
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
道

と
異

國

の
道

と

の
、
眞

僞

の
心

得

に

は

な
り

侍

る

べ
き

事

な
り

。
さ

て

か

の
世

中

に

あ

し
き

事

よ

こ
し

ま

な

る

　

　

　

　

　
　

　

あ
レ
　
　
　
　
し
ょゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
わ
い
ニ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　く
わ
ふ
く

事

も

あ

る

は

、み

な

悪

き

肺

の
所

爲

な

り

と

い

ふ

こ
と

を

、
外
國

に

は
え

し
ら

ず

し

て
、
入

の

禍
幅

な

ど

の
、
道

理

に

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

いん
ぐ
わば
う
お
う
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　て
ん
め
いて
ん
お
う

あ

た
ら

ぬ

事
あ

る
を

も

、
或

は
み

な
因

果
報

應

と
讃

き

な

し

、
あ

る

ひ

は

こ
れ

を

天

命

天
道

と

い

ひ

て
す

ま
す

な

り

。

　

　

　

　

　

いん
ぐ
わ
は
う
おう
　
　せ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ　
が
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん

し
か

れ

ど

も
因

果

報

應

の
説

は

、
上

に

申

せ

る
ご

キ
.く

、
都

合

よ
き

や
う

に
作

り

た

る
物

な

れ

ば

、
論

ず

る
に

及

ば

　

　

　

て
ん
め
い
て
ん
お
う
　
　
　
　
　
　
　
　
た
うど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
ぶ
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み
　
　
ほ
ろ
ぽ
　
　
　
　の
　
　
　
　う
ぽ
ひ
ご

ず

、
ま

た

天

命

天
道

と
,い

ふ

は
、
唐

土

の
上
古

に
、
か

の
湯

武

な

ど

の
類

な

る
者

の
、
君

を
滅

し

て
其

國

を

奪

取

る

、

だ
い
ぎ
や
く
　
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
く
け
ん
　
　
　
　
　
し
る

大
逆

の
罪

の
い
ひ
の
が
れ
と
、
逍
理

の
す
ま
ざ

る
事
を
、
強

て
す

ま
し
お
か
ん
た
め
と

の
、託
言

な
り

と
知
べ
し
。
も

　

ご
つ

て
ん

め
い
て
ん

み
ち

　

お
ご

る

し
實
に
天

の
命
天
の
道
な
ら
ば
、
何
事
も
み
な
、
か
な
ら
ず

正
し
く
道
理

の
ま

x
に
こ
そ
有

べ
き

に
、
道
理

に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
つき
や
う

ら
ざ

る
事
お
ほ
き

は
、
い
か
に
そ

や
、
畢
竟

こ
れ
ら

も
み
な
、
肺
代

の
ま
こ
と
の
古
傳
説
な
き

が
故

に
、
さ
ま
ん
'＼
と
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よ
さか
み
あ
しき
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　お
こね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
　
よ

　
　

　

　

　

りく

よ

き

や
う

に
造

り

ま
う

け

た

る
物

な

り

。
さ

て
右

の
ご

と
く

、
善

肺

悪

聯

、
こ
も

み

＼
事

を

行

ひ
給

ふ

故

に

、世

世

　

ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
あく
り
やし
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り
　
　
　
　
　
　
あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
　
　く
わ
うと
う
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
て
い

を

經

る

あ

ひ
だ

に

は
、
善

惡

邪

正

さ

ま
み

＼

の
事

ど
も

有

て

、或

は
天

照

大

御
碑

の
皇

統

に
ま

し

ま

す
朝

廷

を

し
も

、

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

か
ん
き
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

ゐ
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
で
う
あ
し
か
が
　
　
　
　
　ぎ
や
く
し
ん

な

い

が

し

ろ

に

し

奉

り

て

、
姦

曲

を

ほ

し

い
ま

玉

に
し

、武

威

を

ふ

る

へ
る

、北

條

足

利

の
ご

と
き

逆

臣
も

い

で

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

て
う
て
い

お
と
ろ

　

　
　

の

み
だ

き

、
さ

や
う

の
者

に
も

、
天

下

の
人

の
な
び

き

し
た

が

ひ

、

朝

廷
大

に
嚢

へ
さ

せ

た

ま

ひ

て
世

中

の
亂

れ

し

時

な

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

あ
く
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
　
　か
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ち
よ
く

ど

も

な

き

に

あ

ら
ざ

れ

ど
も

、
然

れ

ど
も

惡

は

つ

ひ

に
善

に
勝

こ

と
あ

た

は
ざ

る

、
繭

代

の
道

理
、
叉

か

の

紳
勅

の

た
い
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
　
　
う
せ
　
　
　
あ
こ

大

本

動

く

べ

か

ら
ざ

る
が

故

に

、
さ

や
う

の
逆

臣

の
家

は

、
つ
ひ

に
み

な

滅

び

亡

て

、
跡

な
く

な

り

て
、
天

下

は

夊

し

　
　

　

　

　

ち

へ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
て
い
　
げ
ん
ぜ
ん
　
　
　
　
　
う
　　け　
ロ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
に
りん
り
よ
く

も

、
め
で

た

く
治

甼

の
御

代

に

立

か

へ
り

、

朝

廷

は
嚴

然

と

し

て
、
動

か

せ

た

ま

ふ

こ

と
な

し

。

こ
れ
豈

人
力

の

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

ぐ
わ
い
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
て
い

よ

く

す

べ
き

と

こ
ろ
な

ら

ん

や

。
夊

外

國

の

よ
く

及

ぶ

と

こ
ろ
な

ら

ん

や

。
さ

て
右

の
ご

と
く

、
中
ご

ろ
朝

廷

の
大

　

お
と
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
つ
う
　
　れ
うけ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ

に
袤

へ
さ

せ
給

へ
る

こ

と
有

し

は

、
天
下

の
亂

に
よ

り

て

の
事

と

お
も

ふ

は
、
普

通

の
料
簡

な

れ

ど

も

、
實

は

こ
れ

て
う
て
い
　
　
お
と
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　み
だ
　
　
　
　
　
　
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
に

朝

廷

の
衰

へ
さ

せ
給

ふ

に
よ

り

て
、
天
下

は
大

に
亂

れ

て
、萬

の
事

も

お

と

ろ

へ
廢

れ

し

な

り
。

此
道

理

を

よ

く

思

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

あ
し
か
ゴ
け
　
　
　
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
だ
い
み
　
ち
う
う
　
　
　
　わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ

は
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
も
く

か
の
足
利
家

の
末

っ
か
た
の
世

は
、
前
代
未
曾
有

の
有
さ
,ま
に
て
、
天
下
は
常

や
み
　

こ
と
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
い
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い
ら
ん

し

ご
く

闇

に
異
な
ら
ず

、萬

の
事
、
此
時
に
至
て
、
こ
と
ぐ

く
袤
敗

し
て
、
ま
こ
と

に
壞
亂

の
至
極

な
り
き
。
然
る
と

こ
ろ

　

お

だ

と
よ
と
み

に
し
や
う
い
で

ら
ん
げ
き

て
う
て
い

も
て
な
ほ

そ
ん
き
や
う

の

に
、織

田
豐

臣

の

一
一將

出

た

ま

ひ

て

、
亂
逆

を

し
づ

め

、　

朝

廷

を

以
直

し
奉

り

、
霹
敬

し
奉

り

給

ひ
て

、
世

中

や
う

　
　

ち
　
へ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
へ

や

く

治

李

に

お
も

む

き

し

が

、
其

後

つ
ひ

に
又

、
今

の
ご

と

く

天
下

よ

く

治

ま

り

て

、
古

に
も

た

ぐ

ひ
ま

れ

な

る

ま
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き
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
づ
ま
て
る
か
む
み

お
み
や
の
ム
こ
と

ねゆヒ
く
ん
こ
う
ワ　ヒ
せ
いと
く

で

、
め

で
た

き

御

代

に

立

か

へ
り

、
榮
ゆ

る

こ

と

は
、
ひ

と

へ
に

こ
れ
東

照

肺

御

祗

命

の
御

勳
功

御

盛

徳

に

よ
れ

　

　

　

　

　

　
　

りずり
く
ん
こ
う
コ　ヒ
せ
い
こく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
て
い
　
　
　
　
　
　
　
お
と
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
し
や
う

る
物

に

し

て
、
そ

の
御
勳

功

御

盛

徳

と
申

す

は

、
ま
。つ
第

一
に
朝

廷

の

い
た

く
衰

へ
さ

せ
給

へ
る
を

、
か

の
二
將

の

あ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
　
だ
い
　
　
き
い
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　コ
そ
う
き
や
う
あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
し
　
　
　ん
み
ん

跡
に
よ
り
て
、
獪
次
第

に
再
興
し
奉

ら
せ
給

ひ
、
い
よ
/
＼

ま
す

く

御
崇
敬
厚
く
し
て
、
つ
ぎ
/
＼

に
諸
士
萬
民

　

な
で
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
せ
いゆ
う
　
し
ぜ
ん

を
撫

治

め
さ

せ

た

ま

へ
る

、
こ

れ

な
り

。
此

御

盛
業

.
自

然

と
ま

こ
と

の
逍

に

か

な

は

せ
粭

ひ
、　

天

照

大

御

紳

の

溜

罐

蜿

に

か
な

は

せ

た

ま

ひ

て
・粟

っ黻

塩

。縄

も

・
御

耀
婆

騁

き

が

故

に
・
か

く

の
ご

と

く
御

代

は

め

で

た
く

潔

ま

　

　

　

　

　

　
　

　

　

し

　

　

じ

せ
い

　

　
　

ほりり
や
う

し

　

　

　

げ
ん

コ

ぷ

う
ん
わ
う
せ
い

れ

る
な

り

。

か

や

う

に
申

奉

る

は
、
た

蛭
時

世

に

ヘ

ラ
ら

ひ

て
、
假

令

に

申
奉

る

に
は

あ

ら

ず

、
現

に
御

武

蓮

隆

盛

　

　

　

　

　

　
　

　

お
い
へ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
んだ
い
　
　
　
　
　
　
　か
つ

に

し

て
、
天

下

久

し

く

太

亭
な

る

こ

と

は
、
申

す

に

及

ば
ず

、
夊

齣

代

に
は

い
ま

だ

嘗

て
あ

ら

ざ

り

し

、
め

で

た
き

事

ど

も

玉
・
鸚

飢

喝

御
代

よ
り

避

れ

る

な

ど

・
御

縣

を
以

て
・
そ

の

然

る

こ

と

を

し

れ

ば

な

り

。
惣

じ

て
蹴

騰

の
御

ま
つ
も
こ
と
　
　
　
　
　
ほ
う
で
う
あ
し
か
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ほ
ん
　
　
て
つ
て
い
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん

政

は
、
か

の
北

條
足
利

な
ど

の
如
く
に
、
大
本

の
朝
廷
を
重
ん
じ
奉

る

こ
と
の
闕

て
は
、
た
と
ひ
い
か
ほ
ど
に
仁

と
く
　
　
　
　
　
　
し
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
み
ん
　
　
　
　
　
　な
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
じ
ゆ
つ

徳

を
施

し

、諸

士

を

よ
く

な

つ
け

、萬

民
を

よ

く

撫

給

ひ

て
も

、
み
な

こ
れ

私

の

た

め

の
智

術

に
.し

て

、
逍

に
か

な

　

　

　

　

　
ほ
ん
て
う
　
　
　い
　
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　こ
ん
は
ん
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

さ
い　
　
ぐ
れ
い
ニく
　
　な
が
　
　き
だ

は
ず

。

こ
れ

本

朝

は

、異

國

と

は
、
そ

の
根

本

の
大

に
異

な

る
と

こ
ろ

な

り

。

そ

の
子
細

は

、外

國

は
、
永

く

定

ま

れ

　

　

　

　

　
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
き
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
れ
　
　
　
　
わ
う
　
　
　
　
こ
く
を
く

る

ま

こ

と

の
君

な

け

れ

ば

、
た

黛
時

々
に
、
世

入

を

よ
く

な

び

か

せ

し

た

が

へ
る
者

、
誰

に

て
も

王

と

な

る
國

俗
な

　

　

　

　

　

　
　

お
つ　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こく
為
く
　
　
　
　
　
　
　
鴬
て
　
　
　
　
　.　
　
　
　
　

きみ
　
　こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
う
ほ
　
　
　
　咨
く

る
故

に
、
そ

の
道

と

立

る

と

こ
ろ

の
趣

も

、
そ

の
國

俗

に

よ

り

て
立

た

る
物

に

て
、
君

を

殺

し

て

國
を

簒

へ
る

賊

を

　

　

　

　

　

　
　

　

せ
い
ご
ん
　
　あ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　く
に
　
　
て
う
て
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
へ

さ

へ
、道

に

か
な

へ
る

聖

人

と
仰

ぐ

な

り

。

然

る

に
皇

國

の
朝

廷

は
、
天

地

の
限

を

と

こ

し
な

へ
に
照

し

ま

し

ま

す

、
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し
ん
ち
よく

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

さ
だ

　

　

　
　

　

　

ヒのぬく
わ
う
と
う

天

照

大

御

紳

の
御

皇

統

に

し

て
、
す

な

は

ち

そ

の
大

御

聯

の
紳

勅

に

よ

り

て
、
定

ま
ら

せ

た

ま

へ
る

と

こ

ろ
な

れ

ば

、

ま
ん
ノ
ヒ
だ
い

萬

々
代

の
末

の
世
と
い

へ
ど
も
、
日
月

の
天
に
ま
し
ま
す
か
ぎ
り
、
天
地
の
か
は
ら
ざ

る
か
ぎ
り
は
、
い
つ
く

ま
で

も
こ
れ
気

糞

と
鼕

奉
り
て
・
罪

難

奉
ら
で
は
・

天
照
大
御
紳
の
薙
穫

に
か
な
ひ
が
た
く
、
こ
の
大

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

いち
に
ち
へん
じ　
　
　みのつ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　

　

　
　

　

　

　

そ
む

御

紳

の
大

御

心

に
背

き

奉

り

て

は
、
一
日

片

時
も

立

こ

と
あ

た
は

ざ

れ

ば

な

り

。
然

る

に
中

ご

ろ

、
此
道

に

そ
む

き

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

し

そ
ん

　
　
き
か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ま
が
つ
び
の

　

　

　
　

か
ろ

　

て
う
て
い

て
、
朝

廷

を

輕

し
め
奉

り

し
者

も

、
し
ば

ら

く

は

子
孫

ま

で
榮

え

お
ご

り

し

こ

と
も

あ
り

し

は

、
た

父
か

の

渦
津

日

　

　

　
　

　

　

　

り

　
　

ゅ

ね
こ

き

は
ん

　

　

の

お
い
ほ
ん

　

　

あらかニ
ロこ

紳

の
禍

事

に

こ
そ
有

け

れ

、
い

か

で
か

是

を

正

し
き

規

範

と

は
す

べ

き

。
然

る

を
世

人

は
、
此

大

本

の
道

理

、
ま

こ

と

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

せ
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ

よ
　
　
と
く
し
つ
　
ジもサ　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
こ
く

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

じ
ゆ
し
や

　

　

　

む
ね

の
道

の
旨

を

し

ら
ず

し

て

、儒

者
な

ど

小
智

を

ふ

る

ひ

て

、
み
だ

り

に
世

世

の
得

失

を

議

し
、
す

べ

て
た

黛
異

國

の

　

　

　
　

　

　

　

　

き
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぎ
やく
し
ん
　
　
　
　
ほ
う
で
う
　
　ま
つり
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ん

あく
ふ
う
ゆサく

惡
風

俗

の
道

の
趣

を

規

矩

と

し

て
、
或

は

か

の
迸

臣

た

り

し
北

條

が

政

な

ど

を

し

も

、
正
道

な

る

や
う

に
論

ず

る

　

　

　
　

　

こ
ん
ほ
ん
　
　
ボ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
よ
う
ろ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
つき
や
う

な

ど

は

、み

な

根

本

の
所

た

が

ひ

た
れ

ば

、
い
か

ほ

ど

正

論

の
如

く

聞

え

て
も

、
畢
竟

ま

こ
と

の
道

に

は

か
な

は
ざ

　

　

　
　

　

　

し
も
ムぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い　ほ
ん
　
　と
わ
ち
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
ぶ
ん
　
　
　
　
　
し
つ

る

こ
と

な
り

。

下

々

の
者

は

、
た

と

ひ

此
大

本

を

取

違

へ
て
も

、
其

身

一
分

ぎ

り

の
失

な

る

を

、
か
り

に
も

一
國

一

　

　

　

め
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
く
せ
い
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ほ
ん

郡

を

も
鎚

じ

た

ま

ふ
君

、
叉

そ

の
國

政

を
執

ん
人

な

ど

は

、
逍

の
大

本

を

よ
く

心

得

居

給

は

で

は

か
な

ぱ

ぬ

こ
と

な

　

　

　
　

　

　

　

　

き
いじ
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ど
　
　
　
　
　ギゐ
ぶ
ん
　
　
　
　
　
ぺ
ん
　
　
　
　
　
の

り

。

さ

れ
ば

末

々
の
細

事

の
た

め

に

こ
そ

、
唐

土

の
書

を
も
隨

分

に

學
び

て
、
便

に
よ

り

て
其

か

た
を

も

ま

じ

へ
用

　

　

　
　

　

　

　
お
い
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
く
だ
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つね
ぐ

　
　
　
　と
ら
　
　
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
し
な

ひ
給

は

め

、
道

の
大

本

の
所

に
至

て

は

、
上
件

の

お
も

む

き

を

、
常

々
よ
く

執

へ
持

て
、
こ
れ

を
失

α
給

ふ
ま

じ

き

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

を
さ
　
　
　
　
　み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　し
も
　
　か
み
　
　う
や
ま

お
そ

御

事

な

り

。
惣

じ

て
國

の
治

ま
る

と

亂

る

改
と

は
、
下

の
上

を

敬

ひ
畏

る

弐
と

、然

ら

ざ

る

と

に

あ

る

こ

と

に

て
、
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の
か
み
　
　
あ
つ
　
　
う
や
ま

お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
る
つ　
　
う
や
ま

上
た
る
人
、其
上
を
厚
く
敬

ひ
畏
れ
給

へ
ば
、
下
た
る
者
も
、
叉

つ
ぎ

く

に
其
上
た
る
人
を
、
厚
く
敬

ひ
畏
れ

て
、

　

　

　

　
　

　

　

　

　
を
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
て
らす
お
ほ
み
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う

國

は
お

の
つ

か
ら

よ
く

治

ま

る

こ

と

な
り

。

さ

て
為
、の
御

代

と
申

す

は

、
ま
つ

天
照

大

御

紳

の
御

は

か

ら

ひ
、　

朝

て
い
　
　
み
よ
さ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま
て
る
か
む
み

お

や
の
み
コ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
し
や
う
ぐ
ん
け
　
　
　
　
　
　
　

み
ま
つ
も
マさヒと
　
　
　
　
し
き
お
こ
な

廷

の
御
任
に
よ
り
て
、

東

照
紳
御

祗

命
よ
り
御

つ
ぎ
く

、

大
將
軍
家

の
、
天
下
の
御

政

を
ば
、
敷
行

は
せ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら
け
　
　
　
　
　
だ
い
み
や
う
　
　
　お
の
ノ
　
　
　
　
　
　
あ
つ
　
　
　
お
こ
な

給

ふ

御

世

に

し

て

、
そ

の

御

政

を

、
又

一
國

一
郡

と

分

て

、
御

大

名

た

ち

各

こ

れ

を

預

か

り

行

ひ

た

ま

ふ

御

事

な

　

　

　

コ
リ
や
う
な
い
　
　
　
　
　
お
み
　
　
　
ま
つ
に
　
わ
お
く
し
　
ロ
た
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
み

れ
ば
、
其
御
領
内
く

の
民
も
、
全
く

私

の
民

に
は
あ
ら
ず
、
國
も
私

の
國

に
は
あ
ら
ず

、
天
下

の
民

は
、
み
な
當

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま
て
る
かむ
み
お
や
の
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
だ
い
し
や
う
ぐん
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あつ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

お
ん
おみ

時

こ
れ

を

、

東

照

繭

御

祗

命

御

代

々

の
大

將

軍

家

へ
、
天

照

大
御

紳

の
預

け

さ

せ

給

へ
る
御

民

な

り

、
國

も

又

天

　

　

　

　
　

あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
む
み
お
や
の
み
こ
こ　
お
ん
さだ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
んお
き
て

照

大

御

紳

の
預

け

さ

せ

た

ま

へ
る
御

國

な

り

。

然

れ

ば

か

の
隙

御

組

命

の
御

定

め
、
御

代

々
の
大

將

軍

家

の
御

掟

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
ん
さ
だ
め
お
ん
お
ぎ
て

　

　
　

た
い
せ
つ

　

し

の

め

て

そ
む

く
づ

は

、す

な

は
ち

こ
れ

天

照
大

御

紳

の
御

定

御

掟

な
れ

ば

、
殊

に
大

切

に
思

召

て
、
此

御

定

御

掟

を
、背

か

じ
頽

さ

じ

　

　

　

ま
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
いづ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
くせ
い
　
　
　
　
　
　
ず
いき
ん

と

よ

く
守

り

た
ま

ひ
、
又
其

國

々
の
政

事

は
、　

天

照
大

御

紳

よ

り

、
次

第

に
預

か
り

た
ま

へ
る

國

政

な

れ

ば

、隨

分

お
い
せ
つ
　
　
と
の
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
お
み

大

切

に
執

行

ひ
給

ふ
べ

く

、
民

は

天
照

大

御

紳

よ

り

、
預

か

り
奉

れ

る
御

民

ぞ

と

い
ふ

こ

と
を

、
忘

れ

た

ま

は
ず

し

　

　

　

　
　

　

お
い
せ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
いみ
や
う

か
ん
え
づ
　
　
　
　
　
　
し
も
じ
も　
　
　
と
む
お
こ
な

て
、
こ
れ

又
殊

に
大

切

に
お

ぼ

し

め

し

て
、
は
ぐ

弐
み

撫

給

ふ

べ
き

事

、
御

大

名

の
肝

要

な
れ

ば

、
下

下

の
事
執

行

ふ

　

　

　

　

こ
の
むお
　

　

し
め
　

　

　

　

　

　

こ
ら
を

が
　

　

　

　

　

　

つね
く

人

々

に
も

、
此
旨

を
よ

く

示

し

お
き

給

ひ

て

、
心

得

違

へ
な
き

や
う

に
、
常

々
御

心

を
付

ら

る

べ
き

御

事

な

り

。

さ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

の

ぜ
ん
あ
く

し
よ
ゐ

て
又

上

に
申

せ

る
ご

と
く

、
世

中

の
あ

り

さ

ま

は
、
萬

事

み

な
善

惡

の
聯

の
御

所

爲

な

れ

ば

、
よ

く
な

る
も

あ

し

く

　

　

　

ロゆめく
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
も
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

な

る
も

、
極

意

の
と

こ
ろ

は

、
入

力

の
及

ぶ

こ
と

に
非

ず

。

聯

の
御

は

か

ら

ひ

の
ご

と
く

に

な

ら

で

は
、
な

り

ゆ

か

ー
ー

ー

『ー

;

塗
季

ε
ー

・・
ー

・ー

…
ー

ー

・ー

ー

ー

…
ー

・…

妻
戔

ー

菱

姦

薹
鬘

鬢

妻

黜
こ
戔

蓄

ー
萋

蕚

毒
ー

寮

ー

蕁
蓴

蔆
露
姦
莫
薑

萋

耄

霎

莠

ミ
蓼
ー

ξf
耄

萋
翼

套
葺

畫

ー

も襲

毒

爨
肇

ー

霞"巽
萎

蕚
譯
ー

き

ー

奪
ξ
3
ー

玉
謦

ー

耄

ー

ミ

6
ー
:
∬ー

ー

;

」
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せ
う
く

く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
の
き
お

　

　

　

　

　

　

こ
ん
ほ
ん

ぬ
物

な

れ

ば

、
此

根
本

の

と

こ
ろ

を

よ

く

心

得
居

給

ひ

て
、
た

と

ひ
少

々
國

の

た

め

に
あ

し

き

こ
と

玉
て
も

、
有

來

　

　

あ
ら
#
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
ば
か
　
　
　
　
　
　
　
の
魯
　
　あ
らお
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ー　
あ
ら
π　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
び

り

て
改

め
が

た

か

ら

ん

事
を

ば

、
俄

に

こ
れ

を
除

き

改

め

ん

と

は
し

た

ま

ふ

ま

じ
き

な
り

。

改

め

が

た
き

を

、強

て

　

　

な
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
ゐ
　
　
き
か
　
　
　
か
へ
つ

し

そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
じ

き
ふ

急

に
直

さ
ん

と
す

れ

ば

、
繭

の
御

所

爲

に
逆

ひ

て
、
返

て
爲

損

ず

る

事

も

あ

る
物

ぞ

か

し
。

す

べ

て
世

に

は

、悪

事

　

　

　

　

す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぶ
ん
ぜ
ん
ゆ
　
き
ち
り

き
や
う
じ

凶

事

も

、
必

ま
じ

ら

で

は

え
あ

ら

ぬ
、
紳

代

の
深
き

道

理
あ

る

こ

と
な

れ

ば

、
と

に

か
く

に
、
十
分

善

事

吉

事

ば

か

り

　

の

こ
ゆ

す
み

す
み

は
き
巻
よ

.

の

世
中

に
な

す

事

は

、
か

な

ひ
が

た
き

わ

ざ

と

知

べ
し

。
然

る
を

儒

の
道

な

ど

は

、隅

か

ら
隅

ま

で
掃

清

め

た

る

ご

　

　

　

　

　

　

ぜ
ん
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
し
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ひ
ゃりと
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
いじ
ん

　

　

　

　

の

と

く

に

、世

中

を

善

事

ば

か

り

に
な

さ
ん

と

す

る

教

に

て

、
と

て
も

か
な

は

ぬ
強
事

な

り

。

さ
れ

ば

こ
そ

か

の
聖

人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

そ
の
こく
ぢ
う
　
　
む
え
　
　あ
く
ゆ
き
よ
う
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

と

い
は

れ

し
人

々
の
世

と

て
も

、其

國

中

に
、
絶

て
惡

事

凶

事

な
き

こ

と

は
、
あ

ら

ざ

り
し

に

あ

ら
ず

や
。
又

人

の
智

つ　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ぎ
り
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
し
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
し
る

慧

は
、
い
か
ほ
ど
か
し
こ
く

て
も
限
あ
り

て
、
測
り
識
が
た
き
と
こ
ろ
は
、
測
り
識

こ
と
あ
た
は
ざ

る
も

の
な
れ
ば
、

よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
つ
　
　
　
あ
し
　
　
　あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

善

し

と

思

ひ

て
爲

る

こ

と

も
、實

に

は
惡

く

、悪

し
し

と

思

ひ
て
禁

ず

る
事

も

、
實

に
は

然

ら
ず

、
或

は
今

善

き

事

も

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

あ
し　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　
よ
　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
も

ゆ

く

/
＼

の
た

め

に
あ

し

く

、今

悪

き

事

も

、
後

の
た

め

に
善

き

逍

理

な
ど

も

あ

る
を

、
人

は

え

し

ら

ぬ

こ

と
も

有

　

　

　

　

　

　

め
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
、
す

べ

て

人

の
料

簡

に
は

お

よ

び

が

た
き

事

お
ほ

け

れ

ば

、
と

に

か
く

に
世

中

の
事

は

、
紳

の
御

は

か

ら

ひ
な

ら

で
は

、
か

な

は

ぬ
も

の
な

り

。

然

ら

ば

何
事

も

た

黛
、
紳

の
御

は

か

ら

ひ

に
5

ち

ま

か
せ

て
馬
よ

く

も
あ

し
く

も

な

　

　

　

　

　

　

ナノち
すあし　　　　
　ゅ

り

ゆ

く

ま

瓦
に
打

捨

お
き

て
、
人

は
す

こ
し
も

こ
れ

を

い
ろ

ふ

ま

じ
き

に
や

、
と

思

ふ

人
も

あ

ら

ん

か
、
こ
れ

又

大

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

お
こな
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
る

な

る

ひ
が

こ
と

な

り

。
人

も

、
人

の
行

ふ

べ
き

か
ぎ

り

を

ば

、
行

ふ

が

人

の
道

に
し

て
、
そ

の
う

へ
に

、其

事

の
成

と

励
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騰
ざ
る
と
は
・人
の
蓉

及
ば
さ
る
と
こ
ろ
ぞ
・
と
い
ふ
こ
と
を
心
得
擘

螂

た
る
事
を
ば
蘚

ま
じ
き
な
り
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
ち
す
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　

　

　

　

　
お
こは

然

る

に
そ

の
行

ふ

べ
き

た

け
を

も

行

は
ず

し

て
、
た

黛
な

り

ゆ

く

ま

改
に
打

捨

お
く

は

、
人

の
道

に
そ

む

け

り

。
此

　

　

　

　

　

き
だ
　
　
　
　
　
　
む
ね
　
　
　
　
　
　う
ほ
く
γ溢
し
の
み
こ
と

の
　
　
　
　
　
す
め
み
ま
のみ
こと

さ
け
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
か
み

ち
よ
(め
い
き
の
ゆん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

天

紳

の
勅

命

に
歸

順

し

た

事

は
、
紳

代

に
定

ま

り

た

る
旨

あ

り
。　

大

國

主

命

、
此

天
下

を

皇

孫

霹

に
避

奉

り
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み
お
か
み
　
む
す
び
の
お
ほ
が
み
　
　お
ほ
　
　
　
　
　
　
　お
ん
や
こ
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
や
く
そ
く

　

　

　

　

た
ま

て
ま

つ
り
給

へ
る
と

き

、
天

照

大
御

紳

高

皇

産

靈
大

沸

の
仰

せ

に
て

、
御

約

束

の
事

あ

り

。

そ

の
御

約

束

に
、
今

よ

　

　

　

　

の
　
　
　
あ
ら
は
に
、一と
　
　
　す
め
み
ま
の
み
こ
お》　
　
　
　
し
ろ
し
　
迩
　
　
　
　
　
　
　
　お
氤
(
に
戯
し
の
み
こ
と
　
　か
み
}.一と
　
　しら
す
　
　
　
　
　
　
　b

り

し

て
、
世
中

の

顯

事

は

、
皇

孫

霹

こ
れ

を

所

知
看

す

べ

し

。
大

國

主

命

は

、幽

事

を
所

知

べ

し

と
有

て
、
こ
れ

靆

寡

の
讐

め
な
り
・
讐

と
は
・天
下
の
潛
～犠

嘩

人
の
欝

な
ど
其
外
に
も
・
実
へ
て
擺
稀
の
す
る
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
や
う

　

　
　

み

し
わ
ざ

　

あ
ら
に
に
ロ　　と

　
の

お
こ
な

じ

け
う

と

改
、
あ

ら

は

に

は

し
れ

ず

し

て
、
冥

に
肺

の
な

し

た

ま

ふ
御
所

爲

を

い

ひ
、
顯

事

と

は
、世

人

の
行

ふ
事

業

に

し

て

、

　

　

　

　

にん
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　す
め
みま
の
み
こ
と
　
　お
んう
へ　
　
あ
ら
びに
　　りと
　
　
　
　ち
　
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
つわ
　ゆヒと
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の

い
は
ゆ

る

人

事

な

れ

ば

、

皇

孫

奪

の
御

上

の

顯

事

は
、
翻
.天

下

を
治

め

さ
せ

給

ふ

御

政

な

り

。

か

く

て

此

ねぐヒ
け
い
や
く
　
　
　
　
　
　
　

ま
つ
も
ハヤ　と
　
　
ね
に
　
　
　
　
　
　

　
　
か
み
ロ　ロと
　
　
も
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ら
は
に
りさヒと
　
　
ず
め
み
ま
の
み
こ
と

御
契
約

に
、
天
下

の

政

も
何
も
、
皆

た
黛
幽
事
に
任
す
べ

し
と
は
定
め
給
は
ず

し
て
、
顯

事
は
皇

孫

愈
し
ろ
し

　
　
　
　
　

る

あ
ら
に
に
こと

お
ん
お
こ
な

　
　

ず
め
み
ま
の
み
こ
ご

を
さ

め
す
べ
し
と
有

か
ら
は
、
そ

の

顯

事

の
御
行
ひ
た
く
て
は
か
な

は
ず
、
又
皇

孫

奪

の
、
天
下
を
治

め
さ
せ
給

ふ
、

あ
ら
ば
に
ご
と
　
　
　
　ま
つ
リ
ヒのヒこ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
わ
け
あ
っつ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ら
は
に
　きけ
こ
　
　
ま
つ
む
サリヒと

顯

事

の
御

政

あ
る
か
ら
は
、今
時

こ
れ
を
分
栢

か
り
給

へ
る
、

一
國
く

の

顯

事

の

政

も
、
夊
な
く

て
は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み
　
き
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
こ
な

か
な
ふ
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
人
も
そ

の
身

分
く

に
、
か
な
ら
ず
行

ふ
べ
き
ほ
ど

の
事

を
ば
、
行
は

で
か
な
は
ぬ
道
理

　

こ
ん
はん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ぱ
に
　のねと
　
　
　
　
　
　
び
つき
や
う
か
み
りさヒと

の
根

本

な
り

。

さ

て
世

中

の
事

は

み

な
、
紳

の
御

げ

か

ら

ひ

に

よ

る

こ

と
な

れ

ば

、
顯

事

と

て
も

、
畢

竟

は
幽

事

の

　

　

　

　

　

　

　

　

し
や
ぺ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
し
や
べ
つ　
　
ヤ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
み
ご
と

外

な

ら

ね

ど
も

、
な

ほ
差

別

あ

る

こ
と

に

て
、
其

差

別

は
譬

へ
ば
、
繭

は
人

に

て
、幽

事

は
、
人

の
は

た

ら

く
が

如

く

、

●
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の

二
ん
ぎ
や
う

あ
ら
ば
に
3
と

の
に
ん
ぎ
や
う

か
し
ら
て
あ
し

b

　

　

　

に
ん
ぜ
しや
う

世
中

の
人

は

人
形

に

て
、
顯

事

は

、其

人

形

の
首

手

足

な

ど
有

て
、
は

た
ら

く

が
如

し

。

か
く

て
そ

の
入

形

の
色

々

.

　

　

　

　

　

　

じ
つ　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
ぎ
や
う

と
は

た

ら

く

も

、實

は
是

も

人

の

つ
か

ふ

に

よ

る

こ
と

な

れ

ど

も

、
人
形

の

は

た
ら

く

と

こ
ろ

は

、
つ
か

ふ
人

と
は

　

　

　

　

　

　

か
しら
て
あ
し
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

に
ん
ぎ
や
う
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
か
し
ら
て
あ
し

ぺ
つ

別

に

し

て
、
そ

の
首

手
足

な
ど

有

て
、
そ

れ

が

よ
く

は

た

ら
け

ば

こ
そ

、
人
形

の

し

る

し

は
あ

る

こ
と

な
れ

、首

手

足

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
に
ん
ぎ
や
う
　
.　

　

　

　

　

　

　

し
や
ぺ
つ
　

　

　

　

　

　
あ
ら
は
に
ご
ζ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
な
に

も

な
く

、
は

た
ら

く

と

こ
ろ

な
く

て

は
、
何

を

か

人

形

の
し

る

し

と

は
せ

ん

。
此
差

別

を

わ
き

ま

へ
て
、
顯
事
・の

つ

と

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

おほ
く
ニむ
し
のみ
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
いつ
も
　
　
　お
ほ
や
し
り

め

も

、
な

く

て

は

か
な

は
ぬ

事

を

さ

と

る
べ

し

。

さ

て

か

の
大

國

主

命

と
申

す

は

、出

雲

の
大

肚

の
御

紳

に

し

て

、

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

や

ほ

よ
う
つ
の
ツみ
　
　
　
　
　
ひ
き
ゐ
　
　
　
　
　
　
　や
く
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　の
　
　
　
か
る
　いと
　
　つか
き
ど

　

　

　

　

　

　
　

　

け
いえ
い

は

じ

め

に

此

天

下

を
經

營

し

給

ひ
、
又

入
百

萬

紳

た

ち

を
帥

て

、
右

り
御

約

束

の
ご

と

く

、
世

中

の
幽

事

を

掌

　

お
こ
な
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
お
そ
　　
う
や
もの　
そ
んほ
う

り
行

ひ
給

ふ
御

繭

に
ま

し

ま
せ

ば

、
天
下

上
下

の
人

の
、
恐

れ

敬

ひ
霹

奉

し
奉

ら

で
か

な

は

ぬ
御

紳

ぞ

か

し
。

惣

じ

　

の

　

　

　

　
み
だ
ま

　

　

　

　

　

　

　

　
　

あ
け

　
　
の

め
ぐ
み

　

　

　

　
　
ニ
く
か

て
世

中

の
事

は

、紳

の
御

靈

に
あ

ら

で
は

か

な

は

ぬ
物

な

れ

ば

、
明

く

れ
其

御

徳

を

わ

す

れ

ず

、
天
下

國

家

の
た

め

　

　

め
ん
く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ま
つ　

　

か
ん
え
う
　

　

　

　

　

き

か
み

ま
つ　

さ
いは
ひ
　

い
の

に
も
、
面

々
の
身

の
た
め
に
も

、も

ろ
く

の
脚
を
祭
る
は
、
肝
要

の
わ
ざ
な
り
。
善
紳

を
祭
り
て

幅

を
所

る
は
、

　

　

　

　

　

　
　

　

わ
りさほ
ひ
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　あ
ら
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
な
の　り

も

と

よ

り

の

こ
と

、
又

繭

を

ま

ぬ
か

れ

ん

た

め

に

、
荒

ぶ

る
紳

を

ま

つ
り

和
す

も

、
古

の
道

な

り

。
然

る

を
入

の

ミ

　

う
く
や
ふ
く
　

め
ん
く

　

　

　
し
や
し
や
う
お
こ
な
ト

ぜ
ん
あ
く
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
の
　

　

か
　

　

　

　

吉

凶

禍
輻

は

、面

々
の
心

の
邪

正

、行

ひ

の
善

悪

に

よ

る

こ
と
な

る
を

、
繭

に
所

る

は
愚

な
り

。

聯

何

ぞ

こ
れ

を

き

　

　

　

　

　

　
　

　

　

じ
ゅ
しや
　
　つ
ね
　
　う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
の
　
　わ

く
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん
り

か

ん

と

や
う

に

い

ふ
は

、
儒

者

の
常

の
論

な

れ

ど

も

、
か

や
う

に
己

が

理

窟

を

の
み

た

て

改
、
紳

事

を

お

ろ

そ

か

に

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

た
う
じ
ゆ
う
け
ん
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　づ
や
づん
　
　
　り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わざ
ほび

す

る

は

、
例

の

な

ま

さ

か
し

き

唐
戎

の
見
識

に
し

て
、
こ
れ

肺

に

は

邪
瀞

も

有

て

、
よ

こ
さ

ま
な

る

繭

の
あ

る
道

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

あ
ら
ほ
に
ヒ　と
　
　こ
く
せ
い
　
お
こ
な
　
　
　
　
な
ら
び

そう
お
い
　
　
　
　
お
こな
　
　
　
じ

理
を

知

ら

ざ

る
故

の

ひ
が

こ
と

な

り

。
」さ

て

か

の

顯

事

の
國

政

の
行

ひ
か

た

、
井

に
惣

躰

の
人

の
行

ふ

べ
き

事
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け
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ

業

は
、
い
か

や

う

な

る
が

、
ま

こ
ど

の
道

に

か
な

ふ
.へ
き

ぞ

と

い
ふ

に
、
ま
つ

上
古

に
、
　

天

皇

の
天

下

を

治

め

さ

せ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ご
　
　
　
　
　
か
む
な
が
ら
あ
め
のし
た

　

　

　

　

お
こな

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
こ

給

ひ
し

御

行

ひ

か

た

は
、
古

語

に
も

、
繭

隨

天

下

し

ろ

し

め

す

と
申

し

て
、
た

黛
天

照

大

御

紳

の
大

御

心

を

大
御

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
あ
と　　　
　　
　　
　　
お
こ
たり　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
をやロだ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き
だ

心

と

し

て

、萬

事

、
神

代

に
定

ま

れ

る
跡

の

ま

玉
に
行

は

せ

給

ひ
、
其

中

に
、
御

心

に

て
定

め
が

た
き

事

も

あ

る

時

　

み

う
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　とひ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　ロ
じ

ぷ
ん

は

、
御

ト

を

以

て

、肺

の
御

心
を
問

う

か

黛

ひ

て
行

は

せ
給

ひ
、
惣

じ

て
何

事

に
も

大

か

た
、
御

自

分

の
御

か

し

こ
だ

　

　

こ
れ
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ご
　
　
　
　
　
ヒ　
　
　
　
　
お
こ
な

て

の
御

料
簡

を

ば
用

ひ

た

ま
は

ざ

り

し

、
こ
れ

ま

こ

と

の
道

の
.
正

し

き

と

こ
ろ

の
御

行

ひ
か

た

な

り

。
其

時

代

に

　

し
ん
か
　
　
　
　
　
　し
も
ぽ
ん
み
ん
　
　
い
つと
う
　
　
　
な
ほ
　
　お
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ね
う

は
、
臣

下

た

ち
も

下
萬

民

も

、
一
同

に
心
直

く

正

し

か

り

し

か

ば
、
皆

天

皇

の
御

心

を

心

と

し

て
、
た

黛

ひ
た

す

ら

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
み
　

　

て
　

　

　

し
だ
が

き

　

　

す
こ　

め
ん
く

　

　

　

　

　

　

　
れ
う
け
ん
　

お
て

て
う
て
い

朝

廷

を

恐

れ

つ

乂
し

み
、
上

の
御

掟

の
ま

瓦

に
從

ひ
守

り

て

、少

し

も

面

々

の
か

し

こ
だ

で

の
料

簡

を

ば

立
ざ

り

し

　

　

か
み
　
　
し
も
　
　
　
　
　
　わ
が
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
　
ら

故

に
、
上

と

下

と

よ

く

和
合

し

て
、.天

下

は

め

で

た

く
治

ま
り

し

な

り

。

然

る

に
西

戎

の
道

を

ま

じ

へ
用

ひ

ら

る

玉

　

　

　

い
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

く
つ
　
　
　
　
ふ
う
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
う
け
ん

時

代

に

至

て
は

、
お

の
つ

か

ら

そ

の

理
窟

だ

て

の
風

俗

に

う

つ
り

て
、
人

々
お

の
が

私

の
か

し

こ
だ

て

の
料
簡

い
で

　

　

　

　

　

し
も
　
　か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
さ

く

る
ま

玉

に
、下

も

上

の
御

心

を
心

と
せ

ぬ

や

う

に
な

り

て
、
萬

の
事

む

つ
か

し
く

、
次

第

に
治

め

に

く

乂

な

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
　
ら
　
　
　あく
ふう
る
く

て

、後

に

は

つ

ひ
に

、
か

の
西
戎

の
惡

風

俗

に
も

、
ざ

の
み

か

は

ら

ぬ

や
う

に

な

れ

る

な

り
。

抑

か
や

う

に

、
西

の
方

　

ぐ
わ
い
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
セ
　
　いわ
き
　
　
　
　
　
　
　
　と
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぜ
んあ
く

の
外

國

よ

り

、
さ

ま

・《
＼

の
事

さ

ま
み

＼

の
物

の
渡

り
入

來

て
、
そ

れ

を

取

用

ふ

る

も

、
み

な
善

悪

の
聯

の
御

は

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き
お

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
し

さ
い

　

　

　

　

　
　
ニ
と
む
が

ら

ひ

に

て
、
こ
れ
叉

さ

や
う

に
な

り

來

る

べ
き

道

理

の

あ

る

こ

と
な

り

。

そ

の
子
細

を
申

さ

ん

に

は
事

長

け

れ

ば

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
　
　
　
　
　わ

こ

玉
に

は

つ
く

し

が

た

し

、
さ

て
時

代

の
お

し

う

つ
る

に

し

た
が

ひ

て
、
右

の
ご

と

く
世

中

の
有

さ

ま

も

人

の
心

も

駅

〔　　Ψ　　　　5

ρ
匸

＼
・
　
ト
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丶しげ

か
は
り
ゆ
く
は
・鍵

の
.魏
。な
り
と
い
ふ
は
・鑑

の
謙
な
れ
ど
も
・
こ
れ
み
轟

の
御
肄

に
し
て
、縷

羅

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
の
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
し
れざ
　

　
　
　

　
　

じ
ん
りよ
く

の
事

に

は
あ

ら

ず

、
さ

て

さ

や
う

に
、
世

申

の
あ

り

塔

ま

の
う

つ

り
ゆ

く

も

、皆

瀰

の
御

所

爲

な

る

か

ら

は

、
人

力

の

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

に
ばか
　
あ
ら
お
　
な
ほ

及

ば
ざ

る

と

こ
ろ

な

れ

ば

、其

中

に

よ

ろ
し

か
ら

ぬ

事

の
あ
れ

ば

と

て
も

、
俄

に
改

め
直

す

こ
と

の
な

り
が

た

き

す

　

　

　

　

　
　

　

　

へ

か
み

ま
つb
、一ζ

しも
み
丶

お
こな

し
へ)

　

おて
なほ

ぢ
も

多

し

。然

る
を

古

の
道

に

よ

る

と

し

て
、
上

の

政

も
下

々
の
行

ひ
も

、
強

て
上

古

の
ご

と

く

に
、
こ
れ

を

立

直

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

た
　つじ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
　
　
か
へ
つ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

む
ね

さ

ん

と
す

る

と
き

は
、
紳

の
當

時

の
御

は
か

ら

ひ
に
逆

ひ

て

、返

て
道

の
旨

に
か

な

ひ
が

た

し

。
さ

れ

ば

今

の
世

の

　

　

　

　

　
　

　

　

も
　
や
う
　
　し
π
が
　
　
　
　
　
　
　か
み
　
　
　
お
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軽
き
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
お
　
　(
づ
　
　
　
　
あ
と
　
　まも

こく
せ
い

國

政

は

、叉

今

の
世

の
模
樣

に
從

ひ

て
、
今

の
上

の
御

掟

に
そ
む

か
ず

、有

來

り

た

る

ま

鼓

の
形

を
頽

さ
す

、
跡

を

守

　

　

と
わ
お
こ
な
　
　

　
　
　

　
ち
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
な
ほ
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

か
む
た
が
ら
を
さ
　
　
　

　
むね

り

て
執

行

ひ

た

ま

ふ
が

、鄙

ま

こ
と

の
道

の
趣

に
し

て
、
と

り

も
直

さ
ず

こ
れ

、
か

の
上
古

の
繭

隨

治

め
給

ひ
し

旨

　

　

　

　

　
　

　

も
け
いば
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
だ

に
あ

た

る

な

り

9
尤

刑

罰

な

ど

も

、
ゆ

る

さ

る

玉
た

け

は
宥

め

ゆ

る

す
が

、

天

照

大

御

聯

の
御

心

に

し

て
、
聯

代

に

　

あ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ
ん
ゆ　
　
　
や
む
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

其

跡

あ

り

。
然

れ

ど

も

ま

た

臨

時

に

、
止
事

を

得

ざ

る

事

あ

る

を

り

の
行

ひ

か

た

は
、
上
古

に
も

背

く

者

あ

る

と
き

　

　

　

　

　
　

　

　

　

ニ
う
　
　
　
　
　
　せ
いば
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
た
ん

な

ど

は

、
あ

ま

た

の
入

を

殺

し

て
も

、征

伐

し
給

ひ
し

如

く

、
こ
れ

又
肺

代

の
道

の

一
端

な

れ

ば

、
今

と

て
も

そ
れ

に

な
み
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
や
ミゴ　
　
　
　
　
　
　

よ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
も

准

へ
て
、何
事

に
よ
ら
ず
、
其
事
其
時
の
模
樣

に
よ
り

て
、
宜

し
き
御

は
か
ら

ひ
は
あ

る
べ
き

こ
と
な
り
。
家

に
下

じ
も
　
　
そ
う
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
び
の
お
ほ
か
み
　
　
む
す
び

々

の
惣

躰

の
人

の
身

の
行

ひ
か

た

は

、
ま
つ

す

べ

て
人

と
申

す
物

は

、
か

の
琵

靈

大

脚

.の
琵

靈

の
み

た

ま

に

よ
り

て

、

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

か
ぽ

　

　

　

　

　
ぐ

そ
く
　

う
ま
　

　

　

　

　

　

　

　

め
ん
く

入

の

つ
と

め

お

こ
な

ふ
べ

き

ほ

ど

の
限

は
、
も

と
よ

り

具

足

し

て

生
れ

た

る
も

の
な

れ

ば

、
面

々
の

か
な

ら

ず

つ
と

　

お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
と
　
お
こな
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み
　
　
　
　
　つ
ツ
へ
ま
つ
　
　
ち
へは
と
　
お
い
せ
つ

め

行

ふ

べ
き

ほ

ど

の
事

は

、
歡

を

ま

た

ず

し

て
、
よ
く

務

め

行

ふ
も

の
な

り

。
君

に
よ

く

仕
奉

り

、
父

母

を

大

切

に
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し
・誕

粂

り
・翆

灘

を
あ
は
れ
み
・人
に
も
よ
く
喜

は
り
な
ど
す
る
た
ぐ
ひ
、戮
曙

の
靉

を
つ
と
む

る
こ
と
な
ど
・
み
螽

人
の
か
な
ら
ず
よ
く
せ
で
は
か
窪

ぬ
わ
ざ
な
れ
ば
・
い
つ
れ
も
柘
べ
き
か
ぎ
り
は
、雖

の
撃

ど
を
か
ら
ざ
れ
ど
も
・も
と
よ
藷

も
よ
く
わ
き
ま
へ
し
り
て
・よ
く
つ
と
め
解

こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も

其
中
に
は
叉
・心
芒

く
君

の
解

ど
も
の
騨
た
る
者
も
・
世
に
鴇

て
、
人
の
た
め
世
の
た
め
驫

き
わ
ざ
を
、

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

し
よ
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
く
じ
ん

　

　

　

お
こ
な

・は

か

り
行

ふ
者

な

ど

も
あ

る

は

、
こ
れ

夊

惡

繭

の
所

爲
に

し

て
、
さ
や

う

の
惡
き

者
も

、な

き

こ

と
あ

た

は
ざ

る

は

、

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

つ

聯

代

よ

り

の

こ

と
わ

り

な

り

。

人

の
み

な

ら

ず

、
萬

の
物

も

、
よ
き

物

ば

か

り
は

そ

ろ

ひ
が

た
く

げし
、
中

に
は

あ

し

　

　

ポ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　たあ
し
　
　
　
　
　
　
　す
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ほ

き

も

必

ま

じ

る
も

の
な

る

が

、
そ

の
甚

惡

き

を
ば

、
秦

る

こ

と
も

あ

り

、
ま

た
直

し

も

す

る

こ
と
な

れ

ば

、
人
も

さ

や
う
の
飜
き
者
を
ば
鶉

へ
齦
す
も
又
道
に
し
て
・
こ
れ
か
の
.樵
.
の
齢

の
鬱

の
道
理
な
り
。
然
れ
ど
も
大
か

贏

は
・嬲
難

や
う
に
・ゆ
る
さ
る
童

は
・楚
饗

ゆ
る
し
三

燭
人
の
ゆ
る
や
か
に
招
と
け
て
鋤
ガ
を
、
よ
う

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
し

こ
ば

せ
た

ま

ふ

こ
と

な
れ

ば

、
さ

の
み
惡

く

も
あ

ら

ざ

る
者

ま

で

を

、
な

ほ
き

び

し
く

を

し

ふ
べ
き

こ

と

に

は
あ

ら

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

さ
　
い
　
　
　
　
　
　
　
き
うく
つ
　
　
　
　
　
　

す
め
か
み

ず

、
さ

や
う

に
人

の
身

の
お

こ
な

ひ
を

、
あ

ま

り
瑣

細

に

た

黛
し

て
、窮

屈

に
す

る

は
、

皇

聯

た

ち

の
御

心

に

か
な

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
へ
つ
　
　
　
　
　
せ
ぽ
ノ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
し

　

　

　

　
　

　

　

　

　

え
き

は

ぬ

こ

と
故

、
お

ほ

く

其
釜

は
な

く

し

て
、
返

て
人

の
心
褊

狹

し
く

こ
ざ

か

し

く
な

り

て
、
お

ほ

く

は
悪

く

の

み
な

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

ご
や
ち
　
　
　
か
ん
あく
　
　
　
　
　
こ
と

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

だ　つザレゆ
ロり

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

を
し
へ　
さ
へい

る

こ
と

な

り
。

か

や

う

の
教

の
瑣

細

な

る
唐

戎

の
國

な

ど

は

、
邪
智

深

く

姦

悪

な

る

者

、
殊

に
多

く

し

て
、
世

々
に

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
し
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
う
た
い

　

を
さ

國

治

ま

り

が

た
き

を
以

て
、
そ

の
驗

を
見

る

べ

し
。

然

る

に

此

遉

理

を
し

ら
ず

し

て
、
惣

躰

の
人

を
、
き

び

し

く

を
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こ
と
み
へく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
う
ご
ゆ
う
ふ
う
　
し
ひ
ロひねと
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

し

へ
た

て

&
、
悉

に
す

ぐ

れ

た

る
善

入

ば

か

り

に

な

さ

ん

と

す

る

は
、
か

の
唐

戎

風

の
強

事

に

し

て
、
そ

れ

譬

へ
ば

、

　

　

　
あ
ひ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
や
だ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
しよ
　
　
　
　
た
に

一
年

の
間

を

、
い

つ

も

三

四

月

ご

ろ

の
ご

と
く

、
和

暖

に

の
み
あ

ら

せ

ん

と
す

る
が

ご

と

し

。
寒

暑

は
人

も

何

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ
ゆ
な
つ
　

ロ
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
せ
い
いく
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い

た
む

も

の
な

れ

ど

も

、
冬
夏

の
時

候

も

あ

る

に

よ

り

て

こ

そ
、
萬

の
物

は

生
育

す

る

こ
と

な
れ

、
世

中

も

そ

の
こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

煮

　

　

　

　

き
ち
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
や
う
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
く
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん
ゆ
　
　
　し
やう
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
る

と

く

に

て

、吉

事

あ

れ

ば

、
か

な

ら
ず

凶

事
も

あ

り

、
ま

た

惡

事

の
あ

る

に

よ

り

て
、
善

事

は

生
ず

る
物

な

り

。
又

晝

　

　

　
よ
る
　
　
　
　

とめ
　
　
　
　
　
　
　
ま
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
　
　
　
　
ぢ
ご

あ

れ
ば

夜

も

あ

り

、
富

る

人

あ

れ

ば

、貧

し
き

人

も

な

く

て
は

か
な

は

ぬ
道

理

な

り

。

そ

れ

故

上
古

に
道

の
正

し

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
あ
し
　
　
　
　
　
よ
　
　　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
し
　
　
　
　
　
　
　
　き
や
う

お

こ
な

は
れ

し
時

代

と

て

も

、
此
道

理

の
ご

と
く

に

て
、
惡

き

人
も

世

々
に
有

て
、
そ

れ

は

そ

の
惡

き

し
わ

ざ

の
輕

ぢ
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
し

重

に

し

た
が

ひ

て
、
上

に
も

ゆ

る

し

た

ま
は

ず

、
人

も

ゆ

る

さ

黛
り

し

こ

と
な

り

。

然

れ

共

上
古

は

、
惡

き

は
あ

し

　

　

　

そ
う
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ
　
　た
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
　
　
　お
き
て　
お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も
　
　
　
　
　
み
　
ぷ
ん

き

に

て

、惣

躰

の
人

は
、
心

直

く

正

し

く

し

て
、
た

黛
上

の
御
掟

を

恐
れ

つ

玉
し

み
守

り

て
、
身

分

の
ほ

ど
/

＼

に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

わ
に

お

こ
な

ふ

べ
き

ほ
ど

の
わ

ざ

を

お

こ
な

ひ

て
、
世

を

ば

渡

り

し

な

り

。

し

か
れ

ば

今

の
世

と

て

も

、
お
な

じ

こ

と

に

　

あ
し
　

　

　

　

　

　

　

蓼
や
う
ぢ
卿
つ
　

　

　

　
が
み
　

　

　

　

　

　

　

　

　

の
　

　

　

　

　

　

そ
のよ

て
、
惡

き

事
す

る
者

は
、
そ

の
輕

重

に

よ

り

て
、
上

よ

り

も

ゆ

ゐ

し

た

ま

は
ず

、
世

人

も

ゆ

る

さ

ね

ば
、
其

餘

は
、
い

さ

玉
か

は

道

理

に
あ

は
ざ

る
事

な

ど

の

あ
れ

ば

と

て
、
人

を

さ

の

み
・深
く

と
が

む

べ

き

に
も

あ

ら

ず

、
今

の
世

の
人

　

　

　

　

　

　

　

か
み
　
　

お
き
て
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
も
　
　
　
お
の
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
と
　
　
お
こ
な

は

た

黛
、
今

の
世

の
上

の
御
掟

を
、
よ

く

つ

曳
し

み
守

り

て
、
己

が

私

の
か

し

こ
だ

て

の
、
異

な

る
行

ひ

を

な

さ

ず

、

　

ぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
こ
な

今

の

世

に

お

こ
な

ふ
べ

き

ほ

ど

の
事

を
行

ふ
よ

り
外

あ

る

べ

か
ら

ず

。

こ
れ

ぞ

す

な

は

ち
、
紳

代

よ

り

の
ま

こ
と

の
道

の
お
も

む
き

な

り

け

る

、
あ

な

か

し

こ
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

本

　
居

　
宣

　

長
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本

玉

く

し
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ふ
ム
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
　　
　
　　
し
ほ
のあ
わ
　
こ
わ
　　
　
　　
　　
　
　か
ら
ぷ
み

か

う

や

う

の
す
ち

の
書

く

さ

/
＼

あ

れ

と
も

み

な

驥
沫

の
凝

て
成

た

る

漢
書

に

く
ち

あ

ひ
ま

し

こ

ら

れ

た

る

ひ

と

　

　

　

　
　

　
き
か
しら

と
も

の
お

の
か
精

匠

こ

玉
ろ

よ

り
あ

け

つ
ら

ひ
定

め

た

る

な

め
れ

は
う

ち
き

く

に

は

さ

て

こ
そ

と

お

も

は

る
れ

と

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

あ
ち
き

取

行

ひ
た

ら

む

に

は
民

の
う

れ

ひ
國

の
ぞ

こ
な

は
る

瓦
こ

と

の
み

お

ほ

く

て

い
と
味

氣

な

か

る

へ
し

か

け

ま
く

も

　

　

　

　
　

　

　

あ
き
つか
み
　
　
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と
へ
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
かわ

あ

や

に
か

し

こ
き

現

紳

吾

大

皇

の
紳

ろ
き

繭

う
み

の
霹

入

百
萬

の
騨

た

ち

を

高

天
原

に
紳

集

し
た

ま

ひ
紳

議

し

た
.

　

　

　

　
　

　

よ
わ
あ
ひ
の
き
ほ
み
こほ
　
　
　
　
　
か
き
ば　
　
　
　
　
　
　
　
う
　　り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

ま

ひ

て
天

地

の
依

相
之

極

遠

ぐ

長

く

堅

石

に
常

磐

に
動

く

ま

し
く

さ

た

め
た

ま

へ
り

し

お
ほ

む

政

の
お

ほ

ん

法
を

　

　

　

　

ふ
み
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
も
さ
ま

古
き

大

御

書

等

に

よ

り

て

さ

と
り

明

ら

め
今

の
大

御

代

の
お

ほ
む

形

勢

を

深

く

お
も

ひ
遠

く

は
か

り

て

本

屠

の
大

人

の
か
き

い

て
た

る

こ
れ

の
書

は
も

野
申

の
清

水

顕
る

き

や
う

な
れ

と
お

こ
な

ひ

た

ら
む

に
は

よ

き

こ
や

し

い
れ

　

　

　

　
　

さ

ほ
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ　
　
　
き

て

た

る
廣

田

の
若

苗

の
ひ

に
け

に
み

と

り

そ

ひ

つ

玉

さ
か

ゆ

く
如

く

に
青

人

く

さ

の
榮

え
行

な

む

こ
と

疑

な

し
然

而

か

く
あ

り

か
た

く

た

ふ

と
き

書

う

つ
し

卷

に

て
よ

に
乏

し

く

ま
れ

な

り

け

る

を

こ
た

ひ
わ

か

大

御

紳

に
同

し

く
仕

奉

る
靦

部

東

雄

う

ゑ

も

し

の
す

り

ま

き

に

な

し

て

こ
れ

か

れ

し

れ

る

ひ

と

玉
も

に

わ

か

た
む

と
す

る

い
と

よ
き

こ

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

を
つ
し　
　
　
　
　や
　も

と

玉
ほ

め
よ

ろ

こ

へ
る

ま

に
ノ
＼
・い
ひ

け

ら
く

は
も

し

此
書

い
は

ま
く

も

ゆ

弐
し
き

今

の
現

に
天

地

八
方

に

て

り

筆聖臣¢冨
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う
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ

ど
ほ
り
大
ま
し
ま
す
天
照
大
御
繭
珍
の
大
御

子
現
肺
吾
大
皇

に
依
し
た
ま

へ
る
大
御
民

を
徒

に
あ

つ
か
り
奉
り

て

　
　
　
　
　
　
　
　

み
そ
な
は
し
お
ほ
き
み
　
お
も
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
と
か
し
こ

あ
ら
む
は
大
御
神

の
御
照
覽
天
皇

の
御
思
め
さ
む
大
御

こ

玉
う
も
甚
恐
懼

し
い
か
て
や
す
ら
か
に
た
ひ
ら

か
に
を
・

　
　
　
　
き
こわ

さ
め
ま
し
樵

に
も

と
ひ
く
さ
か
り
に
も
き

製
て
よ
き

た
は
か
り
ご
と
も
あ
ら

は
と
寢

て
も
さ
め

て
も

お
き

ふ
し
に

悉
憂

ひ
お
も

へ
る
國

の
守

は
た
そ
の
事
執
れ
る
人
な
と
の
許

に
洩
ゆ
き

た
ら
む

に
は
い
か

に
う
れ
し
か
る

へ
き

さ

て
は
か
く
ひ
に
け

に
か

x
ふ
り
て
あ

る
お
ほ
む
め
く
み
の
千

々
の
ひ
と

つ
も
む
く

、い
奉

る
こ
弐
う
に
ひ
と
し
か
ら

さ
ら
め
や
あ
な

か
し

こ
あ
な
た

の
し

　
　
　
嘉
永

四
年

と

い
ふ
と
し

の
う
月
十
三
目

　
　
　
　
　
座

摩

宮

冠
　

　
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

從

五

位

上

渡

邊

近

江

守

都

下

朝

臣

資

政

◎
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身

に
お
は
ぬ
し

つ
か
し
わ
さ
も
玉
匣

　
　
　
　
　
あ
け

て
た
に
み
よ
中

の
こ
こ
ろ
を

我
ら
如

き
下
賤

の
者

の
、
御
國
政
の
す
ち
な
と
を
、
か
り
そ
め
に
も
と
や
か
く
申
奉
む

こ
と
は
、
い
と
も

い
と
も
お

ふ
け
な
く
恐
れ
多
き
御
事
な
れ
と
も
、
と
に
か
く

に
御
武
運
長
久

、
御
領
内
上
下
安
靜

な
ら
む

こ
と
を
、
恐
れ
な
か

ら
明
く
れ
新
り
奉

る
心
か
ら

、
と
あ
ら
ば
や
、
か
く
あ
ら
は
や
と
思
ふ
事

と
も

の
お
ほ
き
と
こ
ろ
に
、
吾

　
君
御
仁

徳

深
く
ま

し
ま
し

て
、
此
度
あ

り
か
た
き
思
召
共
仰
出

さ
れ
、
獪
又
勘
辨

の
事
も

こ
れ
あ
ら
は
、
隔
意
な
く
申
出

へ

し
と
の
仰
事
を
承
は
る
に
付

て
は
、
い
よ

い
よ
、
つ
ね

つ
ね
所
り
奉

る
心
の
内

の
か

た
は
し
を
も
、
申

し
顯
さ
ま
ほ

し
く
て
、下
賤

の
身
分
を
わ
す
れ
、
恐
れ
を
も
か

へ
り
み
す
、
當
時
う
け
給
は
り
及
ふ
他
國

の
樣

子
共
を
、
か
れ

こ
れ

引
出

て
、存
心

の
ほ
と
を
、
つ
く
ろ
は
す

か
さ
ら
す
、
此

一
書

に
申
逋
侍

る
也
。
然
れ
と
も
、
獪
恐
れ
あ
る

へ
き
事

と

な
ら
は
、御
覽

に
備

へ
ら
れ
ん
こ
と
は
、
と
も
か
く
も
、取
鰹

へ
玉

は
ん
人
の
心
に
ま
か
せ
奉

る
也
。
さ
て
叉
、我
我

琴

』璽
差
ξ
孟ヨ
羣

袤・霎

警
窶F㌃耄
季

凶～

栄
勢萋
適
事
二嘉
馬》
雲
き
㌻妻
廴
ご

艶曹
夛
辜
・量

覧ー

接
乱
岩黄蕁
?ら
茎

義
窰
・兵
飛蓼

碁
葺
籌
逐タ
髦

塾イ
脳メ耋
'耄

略妻

耄
蘂

委
忍一7裏笛
罧}}琴
翻藁
憙
員ζ萎
導̀蚕

息
Σf
薨鎗鷺
嚢
畫
壽
ど
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こ
と
き
者

の
申
事

、百
千

に

一
つ
も
取
用

ひ
さ
せ
玉
は
ん
ご
と
な
と
は
、
思

ひ
も
か
け
奉

ら
す
、
た
た
願

は
く
は
、
か

り

に
も

一
た

ひ
御
目

に
ふ
れ
さ
せ
ら
れ

て
御
咎

た
に
な
く
は
、僕

か
大
幸
也
。
且
夊
、
高
貴

の
御
方

へ
御
覽

に
も

備

ふ

へ
き
書

は
、
其
詞

を
口
上
に
申
上
候
趣

に
も
書

へ
き
な
れ
共
、
左
樣

に
て
は
却

て
恐
れ
も
あ
る

へ
き
ま
ま
、
た
た

同
輩

と
ち

の
物
語

の
心
持

の
詞
を
以

て
書

つ
つ
り
、
惣
體

の
文
も
か
さ
る
こ
と
な
く
、
た
た
逋
俗

の
亭
話
を
以

て
申

す

也
。
是
又
、
愚
意

の
ほ
と
を
お
し
は
か
ら
せ
お
は
し
ま
し

て
、
何
事
も
御
覽

し
ゆ

る
さ
れ
む
事

を
、
こ
ひ
願

ひ
奉

る
な
り
。
あ
な
か
し

こ
。

凡

て
天
下
を
治
め
、
一
國

一
郡

を
治
む
る
政
道

、大
小

の
こ
と
に
つ
き
て
、其
善
悪
利
害

の
料
簡

を
立
る
に
、
ま
つ
學

問

せ
さ
る
人

の
料
簡

は
、
多
く
は
た
た
、
今
日
眼
前

の
手
近
き
事

の
う

へ
は
か
り
に
つ
き

て
工
夫
を
め
く

ら
し
て
、

根
本
の
所

に
は
、
心

の
つ
か
ぬ
事

お
ほ

し
。
た
と
ひ
叉
、
其
本

の
所

へ
心
は

つ
き

て
も
、
そ
の
工
夫

の
至
ら
さ
る
こ

と
多
し
。
殊

に
近
來

の
世

の
風
儀
ば

、
た
た
眼
前

の
損

得
の
事

の
み
を
計
り

て
、根
本

の
所
を
思

ひ
て
い
ふ
料
簡
を

は
、
今
日

の
用

に
た
た
す
ま
は
り
遠
き
事
に
し

て
、
と
り
あ

は
ぬ
な
ら

ひ
と
な
れ
る
、
こ
れ
大
な

る
ひ
か

こ
と
也

。

今
日
眼
前

の
利
釜
を
思

は
は
、
ま

つ
其
根
本

よ
り
正
さ
す
は
あ
る

へ
か
ら
す
。
本

を
正
さ
す

し
て
は
、
い
か
や
う

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礁

工
夫
を
め
く
ら
し
て
、
よ
き
料
簡

を
立
る
と
い

へ
共
、
諺

に
い
は
ゆ

る
飯
上

の
蠅
を
お
ふ
と
い
ふ
も

の
に

て
寸
末

と

く

る
こ
と
な
く
、皆

い
た
つ
ら
事
と
な
り
、
或

は
つ
ひ
に
大
害

を
引
出

る
こ
と
も
、
あ
る
も

の
也
。
然
れ
は
さ
し
あ



　 尸F　ゴP　　㌦一　、　　　　　　　島　　一　　戸

上 げ し く玉本 秘43

た
り
て
は
、
ま

は
り
と
ほ
く
迂
遠
な
る
や
う
な
り
と
承

、
と
に
か
く
に
、
根
本

の
所

に
眼
を

つ
け
て
、
諸
事

の
料
簡

を

立

へ
き
也

。
さ
て
又
、
少
少
學
問

に
た
つ
さ

は
る
人
の
料
簡

は
、
多
く
は
た
た
四
書

五
經
な
と
經
書

の
趣
を
以
て
、

今
日

の
政

事
に
施
さ
む
と
す
。
こ
れ

は
根
本

の
所

に

に
近
け
れ

と
も
、
經
書

の
趣

は
か
り
に
て
は
、
時
世
の
も
や
う
、

國
所

の
風
儀

、古
今

の
變
化
な
と
に
う

と
き
故
に
、
今

目
の
政
務

に
は
、
ま

こ
と
に
迂
遠

に
し
て
、
却

て
世
俗

の
料
簡

に
も
お
と
る
事
も
あ

る
も

の
也
。
然
れ
共
、
惣
,體
は
か

の
當
座

の
利
釜

に
の
み

は
し
る
俗
吏

の
料
簡
よ
り

は
、
は
る

か
に
ま
さ
る

へ
し
。
叉

一
等
學
問

に
深
く
身
を
入

て
、
經
書

の
み
な
ら
す
、
歴
史
諸
子
な
と
を
も
取
あ

つ
か
ひ
、
そ

の
意
味
を
も
思
ひ
、古
今

に
ひ
ろ
く
わ
た
り
て
、
何
事
も
よ
く
辨

へ
、
經
濟

の
筋
を
も
よ
く
呑
込

た
る
人

の
料
簡

は
、

本

を
本
末
を
も
よ
く
照

し
考

へ
る

こ
と
故
、
誠

に
あ

つ
は
れ
と
聞

え
て
、
俗
人

の
及

ひ
か
た
き

事
多
し
。
な
ほ
又
、

世
に
し
ら
れ
た
る
ほ
と
の
學
者

の
經
濟
の
心

か
け
魅

る
は
、
い
よ
い
よ
學
問
も
厚
く
廣

け
れ

は
、獪

さ
ら
宜
し
き

こ

と
は
多
き
也
。
然
れ
と
も
叉
、
い
か
ほ
と
學
問

よ
く

、經
濟

の
筋

に
も
鍛
煉
し
、
當
世

の
事
情
に
も
通

達
し
た
る
も
、

と
か
く

に
儒
者
は
、儒

者
か
た
き

の

一
種

の
料
簡
あ

り
て
、
議
論

の
う

へ
の
理
窟
は
至
極

尤

も

聞

え

て
も
、
現

に

こ
れ

を
政
事

に
用

ひ
て
は
、思

ひ
の
外
…に

よ

ろ

し

か

ら
さ

る
事
も
お
ほ
く

し
て
、
却

て
害
あ
る
事

も
あ

る
也
。
惣

し
て
何
事
も
實
事
に
か
け

て
は
、
其
議
論
理
窟

の
如
く

に
は
ゆ
か
ぬ
も

の
也
。
夊
儒
者
は
、
か

の
聖
人
の
意
を
本

と

す
る
こ
と
故

に
、
國
政

の
根
本

の
所

は
、
も
と
よ
め
あ
く
ま
て
よ
く
し
れ
る
や
う
に
思

へ
共
、
實
は
な
ほ
し
ら
さ
る
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所

あ
り
。
故

に
こ
れ
ぞ
國
政
の
根
本
至
極
と
思

へ
る
趣

も
、
相
違
し

て
實

の
道

に
ほ
叶

は
ぬ
事
あ
り
。

さ
れ
は

こ

そ
、
さ
は
か
り
議
論
か
し

こ
く
と
り

お
こ
な

ふ
唐
土
の
代
代

に
、
久
し
く
治
甼

の
つ
つ
け
る
こ
と
は
な
し
。
彼
國

は

學
問

を
も
よ
く
し
、
か
し

こ
き
智
者

と
も

の
世
世
に
出

て
、
面
面

さ
ま
さ
ま

の
よ
き
料
簡

を
立
れ

と
も
、
古

へ
よ
り

今

に
至
る
ま
て
、
つ
ひ
に
治
ま
り
方
宜

し
く
し

て
、
其
政

の
久
し
く
行

億
れ
た
る

こ
と
な
し
。
其
あ
り
さ
ま
を
考
る

に
、
ま

つ
前

の
人
の
立
た
る
料
簡

に

つ
き

て
、
其
通
り
を
行

ひ
こ
こ
ろ
む
る
に
、
思

ひ
の
外
宜
し
か
ら
さ
る
に
よ
り

て
、
是
は

い
か
か
と
思

ふ
所

へ
、後

の
人
の
出

て
、
前

の
人

の
料
簡

の
非
な

る
こ
と
を

い

へ
は
、
け

に
も

と
思

ひ
あ
た

る
故

に
、
夊
其

料
簡

に
つ
き

て
行
ふ
に
、
そ
れ
も
又
よ
ろ
し
か
ら
す
、
又
そ

の
非
を

い
ひ
立

て
て
、又
新

し
き
料
簡

を

た

て
、
い
つ
ま
て
も

か
く

の
如
く
に

て
、
ひ
た
も

の
度
度
改
め
變
る
ほ
と
に
、
よ
き
事
は
出
來
す

し
て
、
却

て
改
む
る

度

こ
と
に
、
害

多
く

、
そ

の
聞

に
は
姦

曲
な
る
者
も
多
く
出

て
、
さ
ま
さ
ま
と
國
政
を
な

ふ
り
も

の
に
し

て
、
終
に

は
國
を
亡
す
に
至
れ

り
。

さ
て
右

の
如

く
い
ろ
い
ろ
と
改
め
改
め

て
、代
代
を
經
た
る
あ

ひ
た
に
は
、
し
は

ら
く

は

久

し
く

つ
つ
き

て
、後
世

よ
り
見

て
も
、其
仕
方

ま
こ

と

に

宜

し

と

お
も

は
る
る
事
・も
あ
れ
共
、
そ
れ
も
ま
た
、
其

か
た
を
後

に
行

ひ
見
る
時

は
、
思

ふ
や
う
に
も
あ

ら
す
し

て
、
改
む
る
な
り
。
す

へ
て
儒
者

の
く
せ
と
し
て
、
先
代

の
滅

ひ
た
る
所
以

を
論
し

て
、
か
く

の
如
く
な
り
し
故
に
、
其
國
ぽ

ほ
ろ
ひ
た
れ
は
、
此
度

は
改

め
て
か
や
う
に
せ

は
、
必
長
久
な
る

へ
し
と
い
ふ
.は
、
代
代

の

つ
ね

の
こ
と
也
。
然
れ
共

そ
の
弊

に
懲

て
こ
れ
を
改

め
て
も
、
又
そ
れ
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も
同
し

こ
と
に
て
久

し
く
は

つ
つ
か
す
、
又
護
論

に
は
、常

に
聖
人

の
道
、
聖
人

の
道

と
い
ひ
た
つ
れ
と
も

、
そ

の
聖

人

の
道

の
ま
ま

に
て
も
、
國

は
治
ま
り
か
た
き
故

に
、
代
代
に

い
ろ

い
ろ
の
新
法
を
は
立
る

こ
と
也
。
惣

し
て
古
よ

り
唐
土
の
風
俗
と
し
て
、何
事

に
よ
ら
す
、舊

き
に
猿
る

こ
と
を
は
た

つ
と
は
す
、
た
た
己
か
私
智

を
以

て
考

へ
て
、

萬

の
こ
と
を
改
め
か

へ
て
、
功

を
立

て
ん
と
す
る
な
ら
は
し
也
。

こ
れ
た
た
己
か
才
智

を
恃

み
て
、
ま

こ
と

の
道
を

し
ら
さ
る
も

の
也
。

故

に
そ

の
考

へ
た
る
と

こ
ろ
の
議
論
理
窟
は
、
い
か
ほ
と
尤

に

て
的
當

し
た
る
や
う
に
聞
え

て
も

、實
事

に
な
り
て
は
、
そ
の
議
論

の
如

く
に
は
行

は
れ
す
、
思
ひ

の
外

の
失
あ
る
は
、
ま

こ
と
の
逍
理

に
か
な
は

さ
る
所
あ

る
か
故
也
。
然

る
を
此
方
に

て
も

、儒

者

の
料
簡
は
、
ひ
た
す
ら
か
の
唐
土

の
か
た
を
よ
き
事

に
思

ひ
て
、

も
の
事
を
己

か
心
も
て
改

め
變

ん
と
す

る
、
か

の
儒

看
か
た
き

の

一
種

の
料
簡

と
申
す

は
こ
れ
也

。
儒
者
は
、
と
か

く
唐
土

の
治
め
か
た
を
よ
ろ
し
き

や
う

に
い

へ
と
も

、
か
の
代
代

の
治
ま
り
ふ
り
、
學
者

の
議
論
の
や
う

に
は
ゆ
か

さ
る
を
以

て
、
其
實

は
よ
ろ
し
か
ら
さ

る
こ
と
を
、
さ
と
る

へ
し
。
か

の
國

は
さ

は
か
り
か
し

こ
き

聖
賢

の
出

て
、

學
問
も
あ

つ
く
、智

慧
深
き

人
も
多

け
に
聞
ゆ
る
國

な
る
に
、
い
か
な
れ
は
左
樣

に
代
代

の
治

ま
り
か
た
惡
く
し

て
、

と
り
し
ま
ら

ぬ
こ
と
そ
と
い
ふ
に
、
上
に
申
せ
る
如

く
、
道

の
根
本
を
し
り
か
ほ
は
す
れ
共
、
實

は
こ
れ
を
し
ら
さ

る
か
故
也
。

惣
體
世

の
中

の
事

は
い
か
ほ

と
か
し

こ
く
て
も
、
人

の
智

慧
工
夫

に
は
及
ひ
か
た
き
所

の
あ

る
も

の

な
れ
は
、
た
や
す
く
新
法
を
行
ふ

へ
き

に
あ
ら
す
。
す

へ
て
の
事
、
た
た
時
世

の
も

や
　

に
そ
む
か
す
、
先
規

の
有

,軍》耐警

浄・唄匣、曜き、
、
ぷ蕩心ー

・
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來

り
た
る
か
た
を
守
り

て
、
こ
れ
を
治
む
れ

は
、
た
と

ひ
少
少

の
弊

は
有

て
も
、
大
な
る
失

は
な
き
も

の
也
。
何
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畔　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　
,

も
久

し
く
馴
來
り
た
る
事

は
、
少
少
あ
し
き
所
あ

り
て
も
、
世
人
の
安

ん
す

る
も

の
也
。
新

に
始
む

る
事
ほ

、
よ
き

所
有

て
も
、
ま

つ
は
人

の
安

ん
せ
さ

る
も

の
な
れ

は
、
な

る

へ
き
た
け
は
、舊

に
よ
り

て
改
め
さ
る
か
、國
政

の
肝
要

也

。
こ
れ
即
ま

こ
と
の
逍
た

か
な

へ
る
子
細
あ
り
。
そ

の
わ
け
は
別
卷
に
委
く

い

へ
る
か
如

し
。

さ
て
叉
、
唐
土

の
治

め
か
た

に
て
は
、此
方

に
て
は

い
よ

い
よ
道

に
か
な

ひ
か
た
き
わ
け
あ
り

。
か

や
う
に

い
は
は
、儒

者
の
心

に

は
、却

て
を
か
し
く
思
ひ
て
、
天
地
は

一
枚

に
て
、人
情

は
い
つ
く
も
い

つ
く
も
同

し
け
れ

は
、
唐
土
日
本

と
て
道

に

一
一
つ
は
な
く
、
治
め
か
た
の
根
本

に
か
は
り
は
な
き
事
也
。
殊
に
唐
土
は
聖
人

の
國
な
れ

は
、
其
迸
を
お
き

て
外

に
、

身
を
治

め
國
を
治
む

へ
き
道

は
、
あ

る
こ
と
な

し
。
聖

人
の
道
を
お
き
て
外

に
、
逍

を
い
ふ
も

の
は
、
み
な
異
端

に

し
て
、
正
道
に
あ
ら
す
と
儒

者
は
い
ふ

へ
し
d
然
れ

と
も
、
是

は

一
通
り
誰

も
皆

い
ふ
事
に

て
、
め

つ
ら
し
か
ら
す
。

な

ほ
そ

の
う

へ
を
今

一
段
高
く
考

へ
て
、
か

の
聖
人

の
道

は
な
ほ
根
本

の
所

に
だ
か
ひ
有

て
、
ま

こ
と

の
道

に
か
な

は
さ
る
と
こ
ろ
あ
る
事

を
、探
り
求
む

へ
き
也
。
う
は

へ
の
議
論

の
美
し
き

に
惑

ひ
て
、
彼
逍
に
な

つ
む

へ
き

に
あ

ら
す
。
殊

に
本
朝
は
異
國

と
は
格
別

の
し
な
あ
れ
は
、
別

し

て

國

政

を

行

ふ

に
、
道

の
根
本
を
し
ら
す

は
あ
る

へ
か
ら
す

。
こ
れ
ら

の
わ
け
も
、
委

し
く
別
卷
に
あ
り
。
但
し
根
本

の
所

こ
そ
邃

ひ
た
れ
。
唐
土

の
道
も
、
さ
は
か

り

の
聖
人

の
智

慧

を
以
て
建
立
し
た
る
も
の
な
れ

は
、
末
末

の
今
日
の
行

ひ
の
筋
な
と
に
は
、
取
用

ふ

へ
き

事
お
ほ
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し
。
本
朝

と
て
も
、中
古
以
來

は
お
ほ
く
漢
樣

の
政

に
て
、
風
俗
人
心
も
な

へ
て
漢
樣

に
成
ぬ
る
世
中
な
れ

は
、
今

は
末
末

の
事

に
は
、
か
の
國

の
道
を
も
ま
し

へ
行

は
て
は
か
な
は
ぬ
や
う
な

る
こ
と
も
あ
る
也
。

さ
れ

は
國
君

た

る
人

は
申
す
に
及
は
す
、
そ

の
政
を
執
行
ふ
人
人
も

.隨
分
に
漢
學

を
も
し

て
、
其
道

の
宜

し
き
所

を
は
、事

に
よ

り

て
取
用

ひ
も
す

へ
く
、又
か

の
國

の
代
代

の
治

め
方

の
、
實

に
は
よ
ろ
し
か
ら

さ
る

こ
と
を
も
考

へ
し
り
、
其
根
本

の
所

に
至

て
は
大

に
逹

ひ
有

と
い
ふ
こ
と
を
、
よ
く
辨

へ
悟

り
て
、
ゆ
め
ゆ
め
、
か
の
道
に
か
た
よ
り
惑

ふ

へ
か
ら

す
。
か

へ
す
か

へ
す
も
此
根
本

の
所
そ
大
切
な
る
。

大
か
た
世
人
す

へ
て
漢
學
を
す
る
者

は
、
必
か

の
道

に
か
た

よ
り
惑

ひ
て
、
他
あ
る
事

を
し
ら
す
。
此
根
本

の
渾

ひ
を
え
さ
と
ら
さ
る
故

に
、
却

て
國
政
を
も
あ

や
ま
る
こ
と
多

き
也
。
此
と

こ
ろ
を
た
に
よ
く
辨

へ
悟
り
、
心
に
L
め
て
動
か
さ
れ
は
、
い
か
ほ
と
漢
藉

を
看

て
、
朝
夕

こ
れ

に
馴

居

て
も
害
は
な
か
る

へ
し
。
さ
て
右

の
如
く
な
れ
は
、
そ

の
大
本

の
趣
を
、
ま
つ
開
卷

の
は
し
め
に
申

す

へ
き

事
な

れ

と
も
、
世
に
書
籍

を
も
見

る
ほ
と

の
人
の
料
簡

ほ
、
漢

に
よ
る
と
な
け
れ

と
、
お

の
つ
か
ら
み
な
漢
樣

の
料
簡
な

る
も

の
に
て
、
其
漢
樣

の
料
簡

の
外
な
る

こ
と
は
、
身
に
入
か
た
き

も

の
な
れ

は
、
始
め
に
そ

の
大
本

の
わ
け

を
先

つ
申

し
て
は
、
蕪
迂

遠
に
聞

え
、
國
政

に
無
釜
な
る

い
た
つ
ら
事

の
如
く
聞

ゆ

へ
け
れ
は
、看

む
人
、
た
ち
ま
ち
に
卷

を
す

て
て
、末

を
も
見

玉
ふ
ま
し
き

こ
と
を
お
そ
ろ
る
か
故

に
、
こ
れ
を
は
し
は
ら
く
末

へ
ま
は
し
、別
卷

と
し

て
、

本
書

に
は
手
近
き
事
共

を
の
み
申
す
也
。
そ
の
別

卷
は
、
先
年
述
作
せ
る
と
こ
ろ
な

る
を
、
此
度
相
添

へ
侍

る
也
。
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さ
て
國
政
は
甚
事
廣
く
多
端

な
る
も

の
に

て
、
一
一
は
た
や
す
く
申

し
つ
く
し
か
た
け
れ
は
、
此
書

は
た
た
當
時
さ

し
あ
た
り
た

る
事
共

を
、
こ
れ

か
れ
拔
出
て
、
い
さ
さ
か
愚
意
を
申
す
の
み
也

。
さ

て
此
書
は
そ

の
末
末

の
手
近
き

事

に
至

る
ま

て
も
、根

本
の
意

を
土
豪
と
し
て
是

に
背

か
さ
る
や
う
を
詮

と
す
れ

は
、
事
に
よ
り
て
は
、
獪

ま
は
り

遠

く
、無
釜

の
事

に
聞
ゆ
る
所
も
多
か

る

へ
し
。
然

れ
共
萬

の
事
、
ま

こ
と

の
逍

理
に
そ
む
き

て
は

い
か
ほ
と
尤

に

聞

ゆ
る
と
も

、
こ
れ
を
行
ひ
見
る
時

に
、
そ

の
思
ひ
し
如
く

に
は
行
は
れ
ぬ
も

の
に
て
、
か

へ
り

て
傷
害
あ
る
事

も

あ
り
、又
當
分

は
利
釜
あ
る
や
う
に
て
も
、
必
末
と
ほ
り
か
た
き
も

の
也
。
又
根
本

の
逍

理
に
よ
り

て
お

こ
な
ふ
と

き
は
、
ま
は
り
遠
き
如
く
、
却

て
思

ひ
の
外

に
速

に
其
驗

あ
り

て
、
よ
く
行
は
る
る
事
も
有
。
或

は
當
分
は
そ

の
し

る
し
み
え
さ
れ

と
も
、
つ
ひ
に
そ

の
驗

あ
ら

は
れ

て
、
永
久
に
行

は
れ
、
或
は
目
に
見
え
て
は
し
る
し
な
き
や
う
に

て
も
宀
目
に
見
え

ぬ
所

に
、
大
な
る
釜
あ

る
事
な
と
も
あ
る
な
り
。
さ
れ
は
打
聞
た
る
と

こ
ろ
迂
遠
な
れ

は
と

て
、

こ
れ
を
取
ら

さ
る
は
、
か
し

こ
き

や
う
な
れ
共

、却

て
愚
な
る

こ
と
也
。
か

へ
す
か

へ
す
も
道

の
大
本

の
所
を
土
豪

.

と
し
て
、末
末

の
細
事

ま
て
も
、
こ
れ
に
背
か
さ
る
や
う
を
詮

と
し
て
、
何
事
を
も
と
り
行

ふ

へ
き

こ
と
な
り
.、

惣

體
、
上
中
下

の
人
人

の
身
分

の
持
や
う

、
各

そ
の
分
際
に
相
應

の
よ
き
ほ

と
あ
る

へ
き

は
勿
論
な
れ

と
も
、
其
分

際
分
際

に
つ
き

て
、
い
か
ほ

と
な
る
か
相
應

の
あ
た
り
ま

へ
と

い
ふ
事
は
、
た
し
か
な
る
手
本
な

け
れ

は
、
實
は
定

あ
か
た
き

こ
と
な
れ

と
も
、
古
今

の
間
を
あ

ま
ね
く
考

へ
渡
し
て
こ
れ
を
案
す
る
に
、
今

の
世

の
人
人

の
身
分

の
持
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様

は
、
上
中
下
共

に
、
お
し
な

へ
て
分
際
よ
り
は
殊

の
外
重
重

し
き

に
過

た
り
。
ま

つ
上
を
い
は
は
、
今

の
大
名
方

の
御
身
分

の
重
重
し
さ
は
、
上
古

の
天
子
、
中
古

の
大
將
軍
な
と

の
御
樣

子
よ
り
も
ま
さ
り
て
、
萬
事
重
重

し
き
也
。

そ
れ

に
准
し
て
、中
下

の
人
人
も
み
な
同
し
事

に
て
、
た
と

へ
は
今

の
世
に
千
石
も
と
る
武
士
は
、
昔

一
萬
石
乃
至

四
五
萬
石
杢
取
し
人
ほ
と
の
重
重
し
さ
也

。

百

石
と
る
人
は
、
む

か
し
千
石
四

五
千
石
も
と
り
し
ほ

と
の
人

に
同

し
。
か
く

の
こ
と
く

、
上
中
下
お
し
な

へ
て
身
持
殊

の
外

に
重
重

し
き
故

に
、
そ
れ
に
准
し
て
分
際

不
相
應
に
、
心

持
も
重
重
敷
、
身
分
の
樣

に
て
、
昔
は
大
名

の
自
身

に

ぜ
し
程

の
働
き

を
も
、
今

は
百
石
五
十
石
位
取
程

の
人
も
、
皆

下
な

る
者
に
云
付
働

か
せ
て
、
自
身
は
せ
ぬ
事

の
…樣
に
な
れ
り
。
富
め
る
町
人
抔

は
獪
更

の
事

也
。
然
れ
共
、
是

天

下

一
同
の
事
な
る
故
に
、
各

分
際

に
過
た
り
と
云
事
を
み

つ
か
ら
も
覺

え
す
、
元

よ
り
箇
樣

に
有

へ
き
筈

の
物

と
の

み
、
心
得
居
る
也
。
身
分

を
重
重
敷
す
る
は
、
奢

り
冫
は
別

の
事

の
樣

な
れ
共

、
是
副
大
な
る
奢
り
也
。
其
申

に
李

入
の
奢
り
は
、
其
身

一
分
き
り

の
事

の
み
に
て
、其
害

の
他

に
及
ふ
事
は
な
き
を
、
上
た
る
人

の
奢
り
は
、其
害
領
内

に
及

ふ
事
也
。
惣
體
治

軍
の
代
久
し
く
續

く
時

は
、
い
つ
と
な
ぐ
、
世
上
物
事
華
美
に
成

て
、
漸
漸

に
人

の
身
持
も

重
重
敷
な

る
事
な
る
を
、時
時

に
是
を
押

へ
す

し
て
捨
置
時
は
、
年
年

月
月

に
長
し
行
て
際
限
な
く
、
次
第
衣
第

に

世
上
困
窮

に
及

ひ
て
、竟

に
如
何
覈
事

の
起

る
也
。
既

に
近
來
諸
大
名

の
家

家
、
用
脚
足
ら
す
、
多
く
は
御
勝
手
大

に
逼
逍
す

る
は
、
全
く
此
故

也
。
昔
は
諸
大
名
、
何
れ
も
年
年

に
大
さ
う
な

る
軍
役
抔
を
勤
め
ら
れ
し
時
す
ら
、
今
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の
如

く
逼
逍
す

る
事
は
無
し
て
豐

か
な
り
し

に
、
今

の
世
は
、
竟

に
軍
役
抔

は
勤
め
玉
ふ
事
も
な
く

、
知
行

の
物

成
は
新

田
抔
も
出
來

て
多
く
こ
そ
な
り
つ
れ
、
昔
よ
り
減
し
た
る
事

は
な
き
に
、却

て
御
勝

手
の
甚
逼
迫
す

る
は
、

い
か
な
る
事

そ
や
。
全
く
是
、
世
上
家
第

に
華
美

に
な
り
、
い

つ
と
な
く
自
然
に
御

身
分

の
餘

り
重
重
敷
成

て
、
何

に
付

て
も
御
物

入
の
昔

よ
り
は
格
別
に
多
き

か
故
也
。

然
り
と
て
、
目

に
見
え

て
は
先
例
と
絡
別

に
變
り
た

る
事

も
有
ま
し
け
れ
共

、ロ
ハ目

に
見
え
さ
る
事
共

に
、
大

に
變
り
來
ぬ
る
事
多

か
る

へ
し
。
扨

御
身
分
の
重
重
敷

に
よ
り

て
、
次
第
に
御
物
入

の
多
く
な
れ
る
譯

は
、先
眼
前

に
は
飲
食
衣
服

、扨

は
調
度
抔
な
れ
共
、
是
ら
は
大
名

の
御
身
上

に
て
は
何
程
の
事

に
も
あ
ら
す
、
然
る
を
世
に
儉
約
と

い

へ
は
、先
第

一
に
飮
食
衣
服
昔
信
抔
を
お
と
す

事
な
れ
共
、

是

は
下
下

の
身

上
に
て
こ
そ
大
な
る
逹

ひ
も
有
事
な
れ
、
大
名
の
御
身

上
に
て
は
是
ら

の
儉

約
は
か
り
に
て
は
、
さ

の
み
御
勝
手
の
有
る
程

の
事
は
、
出
來
か
た
か
る

へ
し
。
是
ら

の
外

に
、
急
度

そ
れ

と
は
心

の
付
さ
る
事
共

に
、
廣

大

の
費
あ
る
事
多
し
。
先
御
身
分

の
重
重
敷

に
よ
り

て
、
夫
に

つ
き

た
る
萬
事
を
、
殊
.の
外

重
重
敷

取
扱

ふ
か
ら
、

武
備
國
政

の
外

に
、御
身
分

の
事

に
付
た
る
樣
樣

の
役
人
抔
多
く
し
て
、

一
人

に
て
も
濟

へ
き

事

に
も
、
上
役
下
役

段
段

に
有

て
、
入
多
く
か
か
り
、
さ
し

て
も
な
き
事

に
も
多
く

の
人
手
間

か
か
り
、
家
第

に
事
も
繁

く
費

多
く
、
其

一

一
の
取
扱

ひ
に
、
一
つ
と
し
て
御
物
入

の
な
き
事

は
あ
ら
す
。
夊
段
段

の
役
人
多
け
れ
は
、横
道

へ
拔
行
物
入
も
多

か
る

へ
し
。
惣
體
上

の
事

を
下
下

に
て
取
扱
ふ
事
餘
り
重
重
敷
故
に
、
下
の
煩

と
成
事
ほ

申
す
に
及
は
す
、
無
益

の
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「

費
も
甚
多
き
事
な
る
を
、
其
細
か
な
る
事
共
迄

は
、
上

に
は
御

心
も
つ
き

か
た
き
事
な
る

へ
し
。
か
の
飮
食
衣
服
抔

の
如
き
も
、
上
に
め
さ
る
る
所
は

い
か
程
美

を
蠱
し

て
も
、
た
か
の
し
れ

た
る
事
な
れ
共

、
そ
れ

を
下

に
て
餘
り
重

重
敷
取
扱

ふ
に

つ
き

て
、
役
役
抔
も
多
く
、
ひ
た
す
ら
念
を
入
る
を
よ
き
事

と
す
る
習

ひ
に
て
、年
年
月
月

に
、
諸
事

重
重
敷
な
り

て
、無
釜

の
事

に
甚
念
を
入
る
か
ら
、
何

に
付
て
も
費

の
甚
多
き
也
。
す

へ
て
の
事

を
餘

り
に
大
切
に

重
重
敷
す

る
時
は
、
只
無
釜

の
費
、無

釜

の
扱
ひ
の
み

多
く
し
て
、却

て
其
本
意

の
實

を
は
失

ひ
、表
向
斗
り

に
な
り
、

麁
末

に
取
扱

ふ
よ
り
は
、結
局
遙

に
劣
る
事
も
多
く
、
又
却

て
手
行

の
甚
惡
き

事
多
し
。
譬

へ
は
直

に
御
前

へ
逹

し

て
も

よ
き
事
を
も
、
爰

の
役

人
の
手

を
經
、
か
し
こ
の
役
所

へ
伺

ひ
抔
、彼

此
と
す

る
故

に
、
無
釜

の
人
手
間

か
か
り
、

紙
筆

の
費
抔

の
み
に

て
、却

て
急
き

の
御
用

の
辨

し
抔

は
滯
り

て
、
何

の
釜
は
な
し
.)
萬

の
事
是
に
准
し
て
知

へ
し
。

大
か
た
今

の
世
、
大
名
分

の
御
身
分

の
う

へ
に
付
た
る
諸
事

の
取
扱

ひ
を
見
る
に
、
十

に
六
七
は
、
み
な
省
き

て
も

よ
き
事

の
み
也
。

こ
れ
皆
、
先
規

の
定
格

の
や
う
に
思

へ
と
も
、
む
か
し
は
惣

體
物
事
無
造
作

に
し
て
、
今

の
世

の

如
く
重
重

し
く

は
あ
ら
さ
り
し
故
に
、
何
事
も
物
入
は
、
今

の
牛
分

に
も
あ
ら
す
し
て
、
却

て
手
行
も
宜
し
か
り
し

也
。
さ
て
軍
記
な

と
を
よ
み
て
、
む

か
し
の
大
名

の
身
分
働
き

と
、
今

の
樣

子
と
を
く
ら

へ
見

て
、
今

の
世

の
甚

お
も
お
も

し
き

事
を
考

へ
知

へ
し
。)
主
君

の
然

る
の
み
な
ら
す
、家
中

ま
て
も
皆
ほ
と
ほ
と
に
、
分
際

よ
り
も
殊
の

外
重
重
し
く
な
れ

る
こ
と
、
上

に
も
既

に
申

せ
る
か

こ
と
し
。
こ
れ

ら
は
戰
國

の
時
代

と
、
治
世

と
は
、
同

し
口
に

鑞

ま　　ゴ　ら「}
5

曙、て
　∫
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は

い
ふ

へ
き

に
あ
ら
さ
れ
共
、
今

の
世
の
あ
り

さ
ま
は
、
あ
ま
り
に
重
重
し
き

に
過

た
り
。
た
と

へ
ほ
甲
乙
丙
丁
と
、

上
下
段
段

の
役

人
有

て
事
を
と
り
行

ふ
に
、
昔

は
甲
か
み

つ
か
ら
と
り
あ

つ
か
ひ
し
事
を
も

、今

は
乙
に
云
付

て
取

扱

は
せ
、
先
年
は
乙
か
勤

め
た
り
し
わ
さ
を
も

、
近
年
は
丙

に
つ
と
め
さ
す
る
や
う
に
な
り
、
去

年
ま
て
は
丙
か
手

つ
か
ら
つ
と
め
た
る
事

も
、
い
つ
し
か
今
年
は
丁

に
つ
と
め
さ
せ

て
、
丙

か
手

を
お
ろ
さ
ぬ
や
う

に
な
り

て
、
惣
體

下
下

ま
て
、
武

士
の
身
持

次
第

に
重
重
し
く
成
行

に
付

て
は
、
國
中

の
政
事
の
た
め
に
も
、
宜
し
か
ら
ぬ
こ
と
多
き

也

。
右

の
こ
と
く
身
を
重
く
持

に
つ
き
て
は
、
お
の
つ
か
ら
家
内

の
暮
し
も
よ
く
な
り

て
、
身

の
勞
は
す
く
な
け
れ

共

、物
入

は
多
け
れ

は
、
畢
竟

は
面
面

の
た
め

に
も
損
也

。
さ

て
叉
諸
大
名

の
江
戸
御
往
來

の
人
數
、
殊
の
外

に
多

き

こ
と
也
。
今

の
大
名

の
御
往
來

の
人
數
は
、
全
く
軍
陣

の
人
數
な
り
。
李
常

の
往
來

に
、
か
や
う

に
お

ひ
た
た
し

き
人
數

を
め
し
具
せ
ら
る
る
事

は
、
和
漢
古
來
聞
も

及
は
ぬ
こ
と
に

て
、
無
釜

の
費

お
ほ
か
る

へ
き

事
也
。
但
し
こ

れ
は
、
昔

し
戰
國
よ
り
間
近
か
り
し
時
代

の
御
定
め
に
て
、
武
備

に
あ

つ
か
り
　
公
儀

へ
か
か
は
り

し
御
.事

に
て
、

今
私
に
減
少

は
な

り
か
た
き
わ
け
も
有

へ
き
か

し
ら
ね
と
も
、
今

の
治
不

の
御

代
の
有
樣

に
と
り

て
は
、
大

に
減
少

し
玉
ひ
て
、
五
分
の

一
く
ら
ゐ
に
て
も
宜

し
か
る

へ
く
思
は
る
る
こ
と
也
。
さ

て
主
人
の
人
數

の
多
き

に
准

し
て
、

家
中

の
人
人
の
常
常

の
往
來

の
人
數
も
甚
多
し
。

一
僕
に
て
宜

し
か
る

へ
き
ほ
と

の
入
も
、
三
人

五
入
め
し

つ
れ
、

三
人

五
人
く
ら
ゐ
に
て
宜
し
か
る

へ
き

を
り
竜
、
廿
人
卅
人
五
十

人
も

め
し

つ
れ
ら
る
る
。

か
や
う

に
人
數
は
多

■
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け
れ
と
も
、
眞
さ
か

の
時
の
用

に
も
立

へ
き
供
ま
は

り
は
ま
れ
な
る

へ
け
れ

は
、
こ
れ
皆
、
無
釜

の
人
數

に
て
、
た
た

外

見
の
美
美
し
き
と
、
途
申

、身

の
用
事
を
自
由
に
瓣

す
る
こ
と

の
二
つ
に
は
過
す
。
た

と
ひ
武
備

の
た
め
に
な
る

に
も

せ
よ
、
か
く
靜
謐

の
御
代

に
、
常

々
の
往
來
に
.d
は
か
り
多
く

の
人
を
引
連
す
と
も
、
何

の
あ
や
ま
ち
か
あ
ら

ん
。
畢
竟

た
た
、身
分
を
お
も
お
も
し
く
す

る
か
さ
り
に
の
み
な

る
こ
と
也
。
さ
て
ま
た
江
戸
詰

の
人
數
も
、是
又
、

大
抵
　
公
儀

の
御
定

め
あ
る
か
は
し
ら
ね

と
、
斯
治
亭

の
御
代

に
し
て
は
甚
お
ほ
く
し
て
、
費

お
ひ
た
た
し
き

こ
と

な

る

へ
し
。
御
領
内

の
政
務

の
筋

は
、
み
な
臨
元

に
て
と
り
行

は
る
る
事
な
れ
は
、
江

戸
御
屋
敷

の
御
用
と
て
は
、

た
た
　
公
儀

の
御

つ
と
め
方

、
さ
て
は
御

親
類

方
其
外

の
御
む

つ
ひ
、
拜

に
御
國

刀
と

の
掛
引
な
と
の
み

に
て
、
其

餘

は
大
方
み
な
、御

方
方

の
御
身
分

の
う

へ
に
付

た
る
御
用

の
み
な
る

へ
け
れ

は
、
必
し
も
武
備

の
た
め
に
も
な
ら

す
、
た
た
御
身
分

の
重
重
し
き
方

に
付

た
る
男
女

の
人
數

の
甚
多
き
な
れ
は
、
無
釜

の
御
物
入

の
お
ひ
た
た
し
か
る

へ
き
事
也

。
大
か

た
右

の
事
共
な

と
、
今

の
人
は
A
、
の
通
り
を
あ
た
り
ま

へ
の
御
事

と
思
ふ

へ
け
れ
と
も
、大

に
然

ら
す
、書
を

よ
み
て
昔

と
く
ら

へ
見
て
、
今

は
何
事
も
大
に
過

た
る
こ
と
を
さ
と
る

へ
き
也
。
惣
體
、
大
名

の
御
身

分

の
あ
ま
り
お
も

お
も
し
き
に

つ
き

て
、
御
物
入

の
お
ひ
た
た
し
き

は
勿
論

の
事
に
て
、叉

こ
れ

に
よ
り
て
國
政

の

妨

と
な

る
事
、
何
に
つ
け

て
も
お
ほ
し
。
そ
の
わ
け
は
、
其
所
所

に
申
す

へ
し
。
抑
下
民

は
、
定
ま
れ
る
祿

な
け
れ

は
困
窮

に
及

ふ
者
多
き
も
逍
理
な
る
か
、
武
士
は
走

ま
れ

る
祿
あ
れ
は
、
其
分
限
相
應

に
さ

へ
く
ら
さ
は
、
逼
迫
す



54上 げ し く玉 本 秘

る
こ
と
は
有
ま
し
き
道

理
也
。
大
名
方
も

、
を
り
を
り
凶
事
永
損
な

と
あ
り

て
、
御
收

納
の
減
す

る
事
も
あ
れ
共
、

こ
れ
ら
は
古

へ
よ
り
あ

る
事

に
て
、
今
始

ま
り

た
る
こ
と
に
あ
ら
さ
れ

は
、
常
常
そ

の
御
手
當

は
な
く

て
か
な
は
ぬ

事

、
叉
　
公
儀
の
御
手
傳
な
と

に
、
過
分
の
御
物
入
あ

る
、
是
も
定
ま
り
た
る
事
な
れ
は
、
常

に
そ

の
手
當
も
有

へ

き
事
な
り
。

夊
凶
年
な

と
に
御
領
内

の
民
を
は
隨
分
丈
夫
に
救
ひ
玉
ひ
て
、

一
人
も
飢
寒

に
至
ら
ぬ
や
う

に
取
計

ひ
玉
ふ

へ
き
は

つ
、
是
も
定
ま
れ

る
事
也
。
さ
て
御
軍
用

の
た
く

は

へ
は
申
す
に
も
及
は
ぬ
事
、
す

へ
て
つ
ね

つ

ね
、
右

の
事
共

の
手
當

を
も
丈
夫

に
し
て
、
其
餘

の
と
こ
ろ
を
は
か
り
て
、
年
年
の
御
用
脚
を
ま
か
な

ひ
玉
は
ん
に

は
、
格
別

の
御
逼
逍
は
あ
る
ま
し
き
道
理
な
る
に
、
右

の
御
手
當
と
も
行

と
と
き

か
た
き

の
み
な
ら
す

、あ

ま
つ
さ

へ
、
年
年
定

ま
れ
る
御
ま
か
な

ひ
さ

へ
出
來
か
た
き
家
家

の
多
き
は
、
い
か
な
る
事
そ

や
。
古

へ
は
下
民
よ
り
上
る

物

、
今

の
年
貢

に
く
ら
ふ
れ
は
、
甚

い
さ
さ
か
な
る
こ
と
に
て
有
し
時
代

す
ら
、今

の
如
く
上

の
逼
逍
し
玉
ふ
事

は

な
く

し
て
、
民
を
救

ひ
玉
ふ
筋

も
、隨
分
ゆ
き
と
と
き

て
、凶
年
な
れ
は
、
年
貢

を
も
或

は
・牛
分
も
減
せ
ら
れ
、
時

に

よ
り
て
は
皆
な

か
ら
も
免
し
玉

へ
る
事
も
有

て
、
ま
た
そ
れ

ぞ
れ

の
御
手
當
な
と
も
よ
く
出
來

て
と
ほ
り
し
也

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び

然
る

に
今
は
臨
時

に
年
貢
を
過
分

に
免

し
玉

ふ
こ
と
も
な
く
、
惣
體

の
御
收
納
も
古

へ
に
は
十
倍

せ
る
に
、な

ほ
用

脚

の
足
ら
さ
る
は
、
惣
鱧

の
事

の
取
扱
ひ
あ

ま
り

に
お
も
お
も

し
く
、
無
釜

の
事
繁

多
に
し
て
、
御
物
入

の
過
分
に

多
き
か
故
な
ら
す
や
。
さ
て
中
下

の
武
家

の
、
多
く
内
證
困
窮
す

る
も
叉
同
し
く
、
分
限

不
相
應

に
身
分
重
重
し
く
、

6
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諸
事

花
美
に
な
り

て
、
物
入
多
き
故
也
。
武
士
は
お
ほ
く
は
町
人
な
と
に
く

ら
ふ
れ
は
、内
内

は
花
美

と
は

い
は
れ

ぬ
か
如
く
な
れ

と
も
、
そ
れ
も
世

に
つ
れ
て
、
お
の
つ
か
ら
何
事
も
花
美

に
な
れ
る
也
。
武

士
奢
れ
は
金
銀

の
ほ
し

き
ま
ま
に
お

の
つ
か
ら
非
義

を
も
行

ひ
、
叉
至
り
て
困
窮
す

る
時
は
、
お
の
つ
か
ら
肝
心

の
武
備

を
も
闕

こ
と
あ
り
Q
.

よ
く
よ
く
心
得

へ
き
事
也
。
そ
れ

に
付

て
思

ふ
に
、
當
時
役
用

の
し
け
く
も

な
き
家
中
衆

は
、
大
小

上
下
共
に
、

隨
分
多
く
農

作
を
さ

せ
、
家
内
婦

人
は
女
工
を
出
精

亡
ら
れ

て
宜
し
か
る

へ
き

に
や
、
其
申

に
輕
き
人
人

は
、
隨

分

な

る

へ
き

た
け
は
自
身
鋤
钁

を
と
り

て
働
き
、
又

自

身

は
さ
す
か
そ
れ
ほ
と
に
は
た
ら
く
事
も
成

か
た
き
ほ
と
の

入
人
も
、隨

分
か
け

ま
は
り

て
指
圓

手
傳
等
な
し

て
、惣
鱧
多
く
、
つ
く
り
を
せ
ら

る
る
や
う
に
あ
ら
ま

ほ
し
き
也
。

さ
や
う
に
す
る
と
き

は
、
さ
し
當
り
て
ま

つ
、
内
證
用
脚

の
助
け

に
も
な
る

へ
く
、
又
武
士
の
筋
骨
身
體

つ
よ
く
な

り

て
、第

一
武
事

の
働
き

の
た
め
に
も
、
甚
宜
し
か
る

へ
き
也
。
惣

儺
武
士
は
、
つ
ね

つ
ね
身

を
お
も
お
も
し
く
安

.

佚

に
持
な
ら
ひ
て
は
、
身
髄
柔
翡
に
な
り

て
、
肝
心
の
は
た
ら
き
の
時
、大

に
苦

し
む

へ
き
事
な
れ

は
、
つ
ね

つ
ね
是

を
心
か
け

て
、筋
骨
を
丈
夫
に
あ
ら
せ
ま
ほ
し
き

こ
と
也

。

近
來
百
姓
は
、殊

に
困
窮

の
甚
し
き
者

の
み
多
し
。

こ
れ

に
二
つ
の
故
あ
⇔
へ。

一
に
は
、
地
頭

へ
上
る
年
貢
甚
多
き

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

,　

噛

か
故
也
。
一
一
つ
に
は
、
世
上

一
同
の
奢

に
つ
れ
て
、
百
姓
も

お
の
つ
か
ら
身
分

の
お
こ
り
も

つ
き
た
る
故
也
。
ま

つ

一
つ
に
、
地
頭

へ
上
る
年
貢

の
ほ
な
は
た
多
き

と
申
す
子
細

は
、ま

つ
唐
土
の
上
古

に
は
、
十
か

一
と
い
ふ
を
、
申
分

.
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の
宜

し
き
ほ
と
と
し
た

る
な
れ
ど
も

、後

に
は
段
段
多
く
な
り
た
り
。
然
れ
共
、
此
方

の
今
の
こ
と
く

に
多
く
は
あ

ら
す
。
さ

て
本
朝
は
、
大
寶

の
こ
ろ
、令

の
御
定

め
を
考
ふ
る
に
、十
分

の

一
ほ
と
に
あ
た
り

て
、
た
と

へ
は
米
十
俵
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豪

と
る
所

に
て
、年
貢

は
わ

つ
か
に

一
俵
ほ
と
に
て
濟
た
る
也
。
但

し
こ
れ
に
は

い
さ
さ
か
不
審
な
る

こ
と
あ
り

て
、

別

に
僕

か
考

へ
も

あ
れ

と
、
た
と
ひ
そ
の
考

へ
の
如
く
に
し
て
も
、
十
分

の

一
に
は
過

さ
る
こ
と
也
。
其
外
に
調
庸
、

な
と
云
物
あ
り
し
か
共

、
そ
れ
も
何
ほ
と
の
事

に
も
あ
ら
す
、
大
寶

の
こ
ろ
か
く

の
こ
と
く
な
れ

は
、
そ
れ
よ
り
以

前

上
古

は
、
な
ほ
な
ほ
す
く
な
か
り
け
ん
事

、
思

ひ
や
る

へ
し
。
さ
て
中
古

よ
り
次
第

に
令

の
制
く

つ
れ

て
、
年
貢

な
と
も
全
く
そ

の
か
み

の
定

め
の
如
く
に
は
あ
ら
さ
り
し
か
と
も
見
ゆ
れ

と
も
、
さ

の

み
過
分

に
か
は
れ
る
事
は

な
か
り
し

に
、
源
亭
の
亂

の
後
、
鎌
倉
よ
り
諸
國

に
こ
と
こ
と
く
、
守
護
地
頭
と

い
ふ
も

の
を

お
か
る
る
世
に
な
り

て
は
、領
主

と
地
頭
と
兩

方

へ
年
貢
を
上
る
事

に
な
り

て
、
此
時
よ
り
年
貢

よ
ほ
と
多
く
な
れ

る
也
。
領
主
と
い
ふ
"

は
、
も
と
よ
り
其
地
を
領

し
居
た

る
京
家

の
人
人
也
。

守
護

地
頭

は
武
家
也
。
さ
て
家
第

に
守
護
地
頭
の
威
勢

つ

よ
く
な
り
て
、
足
利

の
世

の
中
頃

よ
り
後
に
な
り
て
は
、
領
主

へ
上

へ
き
年
貢
を
も
、
一
向

に
皆
地
頭

へ
押

し
取
り
、

大
將
軍

の
號
令
も
行
は
れ
ぬ
や
う

に
な
り
て
は
、
天
下

の
大
名
小
名
、
面
面

心
ま
か
せ
に
領
地

を
治

め
、
隣
國
を
攻

取
を

つ
と
め
と
す

る
ほ
と
に
、面
面
武
威
を
盛
ん
に
し
、
兵
力
を
強
く
せ
ん
た
め
に
、
段

段
入
數

を
多
く
扶
持
す

る

か
ら
、
年
貢

を
も
過
分

に
多
く
取
ら

て
は
た
ら
ぬ
や
5

に
な
り

て
、
年
年
に
ま
し
と
る

こ
と
に
な
り

し
也
。
大
か
た
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此
戰
國

の
時

の
も
や
う
は
、田
畑

の
物
成

の
内

、
わ

つ
か
に
農
民
.の
命

を
つ
つ
け

て
飢
に
及
は
ぬ
ほ
と
を
、
百
姓

の

手
に
の
こ
し

て
、其
餘

は
皆
年
貢
に
取
れ
る
く
ら
ゐ

の
事
な
り
し
は
、.甚
し
き
事
な
ら
す
や
。
さ
て
豐
臣
關
白

の
御

世

に
天
下

一
統
に
治

ま
り

て
、
何
事
も
御
制

定
ま
り

て
み
た
り
な

る
事
は
止

め
ぬ
れ
共
、
年
貢

の
分
量

は
、
大
抵
も

と
の
戰
國

の
時
の
ま
ま
に
て
、
舊
に
か

へ
り
減

し
た
る
事
も
な
か
り
き
。
家

に
　
束

照
紳
御

組
命

の
御
時
も
、
同
し

事

な
り
。
此
時
世
中
治

不
に
歸
し

て
、
軍
事

は
止
む

と
い

へ
と
竜

、
か

の
戰
國

の
時

の
も
や
う

、
年
代

を
經

て
久
し

く
、其
な
ら

ひ
に
成

ぬ
る
事
な
れ

は
、
俄

に
天
下
の
武

士
を
減
少
し
玉
ふ

へ
き

や
う
も
な
け
れ

は
、
た
と
ひ
、い
か
ほ

と
御

志
は
ま
し
ま
し
て
も
、
年
貢
も
俄

に
滅
し
玉
ふ
こ
と
は
な
り
か
た
き
自
然

の
勢
な
れ

は
、
其
分

に
て
今

に
至
れ

る
也
。
さ
れ
は
今

の
世
の
年
貢

は
、か

の
戰
國
の
こ
ろ
の
ま
ま
な
れ
は
、
至
て
多
き

こ
と
也
。
然

る
に
今

の
武
士
は
、

古

へ
の
定
め
の
分
量
を
も
考

へ
す

、次
第

に
多
く
た
り
ぬ
る
わ
け
を
も
思
は
す
し
て
、
た
た
本
よ
り
今

の
如
く

に
上

る

へ
き

は
つ
の
物

と
心
得
居
て
、
み

た
り

に
百
姓
葎
し

へ
た
け
苦
し
む
る
國
も

、
よ
そ
に
は
有
と
き
く
は
、
い
か
な

　

ノ

る
事
そ
や
。
さ
て
年
貢
十
分
の

一
ほ
と
に
て
濟

し
占

へ
の
代

と
て
も
、
百
姓
富

る
者

は
か
り
に
は
あ
ら
す

、貧

し
き

者
も
有

し
か
と
も
、
其
時
代

は
年
貢

い
さ
さ
か
な
の

し
故

に
、

一
反
か

二
反

の
田
地

を
作
れ

は
、
今

の
世

に

一
町

の

餘
も
作
る
ほ
と
の
米
を
得
た
る
故

に
、
貧
し
き
者
も
貧

し
き
な

り
に
、
身
を
勞

し
心
を
勞
す
る
事
は
甚
少
な

か
り
し

に
、今

の
世

は
年
貢
多
き
故
に
、
古

へ
に

一
反

二
反

の
田
を
作
り

て
取
し
ほ
と
の
米
は
、
一
町
も

二
町
も
作

ら
さ
れ
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は
我
物

に
な
り
か
た
き

に
よ
り
て
、
そ
れ

た
け

に
身
を
勞
し
、
心
を
も
勞
す
る
事
甚
し
き
か
う

へ
に
、
あ
ま
つ
さ

へ

正
味

の
米
は
、
多
く

は
上

へ
上
け
て
、自
分

は
た
た
米
な
ら
ぬ
麁
末

の
物
を

の
み
を
食

し
て
過
す
也
。

こ
れ
を
思

へ

は
、
今

の
世

の
百
姓

と
い
ふ
も

の
は
、
い
と
も

い
と
も
あ
ぱ
れ

に
ふ
ひ
ん
な
る
も

の
也

。
さ
て
今

の
世

の
い
つ
れ

の

國

に
も
せ
よ
、仁
徳
深
く
お
は
し
ま
す
領
主
有

て
、
右
の
子
細
を
よ
く
考

へ
辨

へ
玉
ひ
、
百
姓
を
不
便

に
思
召
し
て
、

年
貢
を
牛
減

に
も
改

め
ま
ほ
し
く
思
召
す
御
志
あ
り

て
も
、
是
は
決

し
て
か
な

ひ
か
た
き

こ
と
也
。
其
故

は
、戰
國

以
來
、諸

大
名

の
武
土
を

お
ひ
た
た
し
く
扶
持

せ
ら

る
る
こ
と
、
お
の
つ
か
ら
定
ま
り
と
成

て
、
久
し
く
年
代
を
經
▼

來
り
た
る
事

な
る
に
、
其
武

士
を
遏
分
に
減

せ
ら
れ

て
は
、
公
儀

の
御
軍
役
も
勤
ま
り
か
た
く

、
又
あ
ま
た

の
武

士

の
、
俄

に
難
義

に
及

は
る
る

こ
と
に
て
、
是
を
減
す
る

こ
と
成

か
た
け
れ
は
、
年
貢

も
今
更
俄

に
減
す
る

こ
と
は
、決

し
て
な
り
か
た
き
御
事
也
。

又
百
姓
も

年
代
久

し
く
な
れ
來
り
た
る
年
貢

の
事
な
れ
は
、
今

の
定
ま
り
ほ
と
は
必

上

る

へ
き
は
つ
の
も

の
と
心
得
居

て
、是
を
過
分

に
多
し
と
は
思

は
ぬ
こ
と
な
れ
は
、
ふ
ひ
ん
な
か
ら
も
、
年
貢

は

定
ま
り

の
と
ほ
り
な

る

へ
き
事
な
れ
共

、
せ
め
て
は
右

の
子
細
を
思
召

て
、
今

の
世
の
百
姓

は
、
必
身
を
勞
す
る
事

も
古
よ
り
は
甚
し
く

、年
貢

に
大

に
苦

し
む
も

の
ぞ
と

い
ふ
事

を
、朝
夕
わ
す
れ
玉
は
す
、
不
便

に
思
召

て
、
有
來
り

た
る
定
ま
り
の
年
貢

の
上
を
、
、い
さ
さ
か
も

ま
さ
ぬ
や
う
に
、
す
こ
し
に
て
も
百
姓

の
辛
苦

の
や
す

ま
る

へ
き
や
う

に
と
、
心
か
け
玉
ふ

へ
き
事
、
御
大
名

の
肝
要
な

る

へ
く
、
下
下
の
役

人
た
ち
ま

て
も
、
此
心
か
け
を
第

一
と
し
て
、
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忠
義

を
思

は
は
、
隨
分
百
姓

を
い
た
は
る

へ
き
旨
を
、
常
常
仰
付
ら
る

へ
き
御
事
に

こ
そ
。
さ
て
今

の
世

に
は
、
百

姓

の
方

に
も
年
貢

の
す
ち
に
正
直
な

ら
さ
る

こ
と
を
か
ま

へ
て
、
こ
れ
を
冤
れ

ん
と
す
る
者
も
あ

る
こ
と
な
れ
共
、

そ
れ
も
畢
竟
は
、
上
よ
り
の
い
た
は
り
な
く
あ
し
ら
ひ
の
惡
さ
に
、
下
よ
り
も
左
樣

の
か
ま

へ
を
は
す

る
也
。
上

の

御

め
く
み
た
に
行
と
と
け

は
、下

は
速

に
感
し
奉
る
も

の
ぞ
か
し
。
然
る
に
他
國

の
樣

子
を
う
け
玉

は
れ

は
、
上
上

も
下
下

の
役
人
も
、
百
姓

を
あ
し
ら

ふ
に
、
露
ほ
と
広

め
く
み

い
た
は
る
心
は
な
く
し

て
、
年
貢

は
本

よ
り
、
今

の
世

の
定
ま
り

の
如
く
出
す

へ
き

は
つ
の
も

の
と
心
得
、
そ
の
定

ま
り

の
年
貢

の
外

に
も
、
な
ほ
さ
ま
さ
ま
の
事
共
を
工

夫
し
出

し
て
、
た
た
ひ
た
す
ら

に
取
上

る
事
を

つ
と
め
と
し
て
、
あ
き
た
る
事
な
く
、
た
ま
た
ま
主
君
は
仁
心
あ
り

て
、
こ
れ

を
ゆ

る
や
か

に
せ
ん
と
思

ひ
玉

へ
と
も

、
下
な
る
役
人

こ
れ
を
ゆ

る
さ
す
、
或
は
下
な
る
役

人
仁
心
あ
れ

と
も
、
上
よ
り

こ
れ
を
ゆ
る
さ
す
、
た
た
百
姓
を
苦

し
め
に
苦
し
む
る
所

も
あ
り

と
か
や
、
う
け
た
ま
は
る
。右

に
も

申

せ
る
如
く
、
年
貢
は
有
來

り
た
る
定
ま
り

の
ほ
と

は
や
む
事
を
得
す
、
其
通

り
な
り
共
、
せ
め
て
は
其
う

へ
を

い

さ
さ
か
も

ま
さ

ぬ
や
う
に
あ
ら

ま
ぽ

し
き
に
、近
來

は
漸
漸

に
墸
事

の
み
に
て
、
少
し
も
減
す
る
事

は
な
く
、
獪
又
、

さ
ま
さ
ま
の
か
か
り
物
な
と
い
ふ
こ
と
さ

へ
、
次
筑
た

多
く
な
り
、其
外
何

の
か
の
と
云
て
、
百
姓

手
前

よ
り
出
す

物

、年
年

に
多
く
な
り
ゆ
く
故

に
、
百
姓
は
困
窮

年
年
に
つ
の
り
、
未
進

つ
も

り
つ
も
り

て
、
絡
に
家
絶

え
、
田
地
あ

る
れ
は
、
其
田
地
の
年
貢

を
村
中

へ
負
す
る
故
に
、餘

の
百
姓
本
叉
、堪

か
た
き

や
う

に
な
り
、
或
は
困
窮

に
た

へ
か
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ね

て
は
、農
業
を
す

て
て
、
江
戸
、
大
坂
、
城
下
城
下
な
と

へ
う

つ
り

て
、
商

人
と
な

る
者
も
、
次
第

に
多
く

、
子
共
多

け
れ
は
、
一
人

は
せ
ん
か
た
な
く

百
姓
を
立
さ
す
れ
と
も

、殘

り
は
お
ほ
く
町
入

の
方

へ
奉
公
に
出

し
て
、
つ
ひ
に

商

人
に
な
り

な
と
す
る
程
に
、
い
つ
れ

の
村
に
て
も
、
百
姓

の
竈

は
段
段
に
す
く
な
く
な
り

て
、
田
地
あ
れ

、郷
中
家

　
。

第

に
嚢
微
す
。

こ
れ
に
因
て
法
度
を
立

て
、
百
姓

の
兄
弟

子
共
な

と
を
、
外

へ
出

す
事

を
嚴

し
く
禁

せ
ら
る
る
國
國

も
あ

れ
と
も
、
そ
れ
は
、
源
を
濁

し
て
流
れ

の
末
を
清
く

せ
ん
と
す

る
か
如

く
な
る
物
な

る
故
に
、
そ

の
禁
制

も
、
と

か
く
に
立
か
た
く
、
又
今

の
世
は
た
た
當
座

の
事
を

の
み
は
か
り

て
、
始
絡

の
所
を
考

へ
さ
る
な
ら

ひ
な
れ
は
、
さ

し
あ
た
り
で
ま

つ
、其
年

の
上
納
た

に
と
と
の

へ
は
、宜

し
き
事

に
し
て
、
百
姓

の
痛

む
を
は
か

へ
り
見
す
、
百
姓

い

た
め
は
ゆ
く
ゆ
く
上

の
大
な
る
御
損
失
な
る

こ
と
を
も
思
は
す

、漸
漸

に
農
民

の
お
と
ろ

へ
ゆ
く
事

は
、
か

へ
す
か

へ
す
も
歎
か
は
し
き

こ
と
の
至
り
な
り
。
さ
て
二
つ
に
百
姓

の
身
分
は
、
右

の
こ
と
く
く

つ
ろ
き

な
き
う

へ
に
、
又

町
人
な
と

の
世

の
お

こ
り
を
見
な
ら
ひ
て
、
お
の
つ
か
ら
お

こ
り
も

つ
き

た
る
故

に
、
い
よ

い
よ
困
窮
甚

し
き
也
。

尤
町
人

の
奢
り
に
く
ら
ふ
れ

は
、
百
姓

の
お

こ
り

は
、
何
ほ

と
の
事

に
も

あ
ら
さ
れ
共
、
地
醴
く

つ
ろ
き
な
き
う

へ

な
れ

は
、
い
さ
さ
か

の
事

に
て
も
、
痛
み
に
は
な
る
也

。
困
窮

の
百
姓

の
身
分

に
て
、
奢
な
と
い
ふ
ほ
と
の
事
は
、

と
て
も
な
ら

ぬ
こ
と
な
れ
共

、世
上

に
つ
れ
て
、覺

え
す

し
ら
す
お

こ
り

の
付

た
る
事
多
し
。
た
と

へ
は
衣
服
な
と
、

昔

は
も

め
ん
な
ら

て
は
用
ひ
さ
り

し
程

の
者
も
、今

は
お
し
な

へ
て
、
衿
帶
な
と
は
絹
類
を
も
用
ふ
る
や
う

に
な
り
、
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む
か
し
は
藁
筵
な
ら
て
は
敷
さ
り
し
ほ
と
の
屋
も
、
今
、は
疊
を
敷
く

や
う

に
な
り
、昔

は
雨
中

に
蓑
笠
わ
ら

ん
つ
に

て
あ
り
き

し
者
も
、
今
は
傘

を
さ
し
、
履

を
は
く

や
う

に
な
れ
り
.、
こ
れ
ら
に
准
し
て
、
餘
の
事

に
も

此
類
多
く
し

て
、
物
入
多
き

也
。

百
姓
町
人
大
勢
徒
黨
し

て
強
訴

濫
放
す
る

こ
と
は
、昔

は
治
亭

の
世
に
は
、
お
さ
お
さ
う
け
玉
は
り
及
は
ぬ
こ
と
也
。

近
世
に
な
り
て
も

、先
年
は
い
と
ま
れ
な

る
事
な
り
し
に
、
近
年

は
所
所
に

こ
れ
有

て
、
め

つ
ら
し
か
ら
ぬ
事

に
な

れ
り
。

こ
れ
武

士
に
あ

つ
か
ら
す
、
畢
竟
百
姓
町
人
の

こ
と
な
れ
は
、
何
ほ
と

の
事

に
も
あ
ら
す
、
小
事
な
る
に
は

似

た
れ
共
、小
事

に
あ
ら
す
、
甚
大
切

の
事
也

。
い
つ
れ
も
困
窮

に
せ
ま
り

て
せ
ん
万
な
き
よ

り
お
こ
る
と
は

い

へ

と
も

、詮
す
る
所

,
上
を
恐
れ
さ
る
よ
り
起
れ
り
。
下
民

の
上
を
お
そ
れ
さ
る
は
亂

の
本

に
て
、
甚
容
易
な
ら
さ
る

事

に
て
、
ま

つ
第
二

、
そ
の
領

主
の
恥
辱
、
こ
れ
に
過

た
る
は
な
し
。
さ
れ

は
た
と
ひ
い
さ
さ
か
の
事

に
も

せ
よ
、
此

す
ち
あ
ら

は
、
そ

の
起

る
と
こ
ろ

の
本
を
委
細

に
よ
く
よ
く
吟

昧
し
て
、
是
非

を
た
た
し
、
下

の
非
あ
ら

は
、
そ

の

張
本
の
と
も

か
ら
を
お
も
く
刑
し
玉
ふ

へ
き

は
勿
論

の
事
、
叉
上
に
非
あ
ら
は
、
そ

の
非
を
行

へ
る
役

人
を
、
重
く

罰
し
玉
ふ

へ
き
也
。
抑
此
事

の
起
る
を
考
る
に
、後

に
い
つ
れ
毛
、
下

の
非

は
な
く
し

て
、
皆

上
の
非
な

る
よ

り
起

れ
り
。
今

の
世
、
百
姓
町
人

の
心
も
あ
し
く
な
り
た
り

と
は

い

へ
と
も
、
よ
く
よ
く
堪

か
た
き
に

い
た
ら
さ
れ

は
、

此
事
は
お

こ
る
も

の
に
あ
ら
す
。
た
と
ひ
起
さ
ん
と
思

ふ
者
あ
り
と

て
も
、村
村

一
致
す

る
こ
と
は
か
た
く
、
又
悪

-
、}
雀
・
署
謹

量

羮

竃

τ

ー
ー

達

ー

　

　ー

季
ー

聾重

:

糞

ー

斗髦

辱

ー

ー

美

耄

ー

ー̂

蕣

配卜

「

:
㌃

醐
寮

ー

之
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黨
者
あ
り

て
、
こ
れ
を
す
す
め
あ
り
き

て
も

、
か
や
う

の
事
を

一
同
に
ひ
そ
か
に
申
合
す
事

は
、
も
れ
や
す
き
も

の

な
れ

は
、
中
中
大
抵

の
事

に
て
は
、
一
致

は
し
か
た

か
る

へ
し
。
然
る
に
近
年
、
此
事

の
所
所

に
多
き
は
、
他
國

の
例

を
聞

て
、
い
よ

い
よ
百
姓

の
心
も
動
き
、
又
役

人
の
取

は
か
ら

ひ
も
、
い
よ
い
よ
非
な

る
こ
と
多
く
、困
窮
も
甚
し
き

か
故

に
、
一
致

し
や
す
き

な
る

へ
し
。
然
れ
共

ま
た
、
近
來
世
上

に
此
事

多
き

に
付

て
は
、
何
れ

の
國
も
、
上

に
も

つ

ね

つ
ね
そ

の
心
か
け
お

こ
た
ら
す
、
起
し
か
た
き

や
う

の
、
か
ね

て
の
防
き
も
あ

る
こ
と
な
れ
は
、
下
は
い
よ
い
よ

一
致

し
か
た
く
、
起
し
か
た
き
道
理
也
。
上

の
か
ね
て
の
防
き

は
、
隱
す

へ
き

事
に
あ

ら
さ
れ

は
、
い
か
や
う

に
も

議
し
や
す

く
、
表
向
に

て
と
り
は
か
ら

ふ
事
な
れ
は
、行

ひ
や
す
く

ま
た
、
た
と
ひ
下

へ
隱

し
て
は
か
ら

ふ
事

も
、
上

は
も
と
よ
り

一
致
な
れ
は
、
い
か
や
う

に
も
な
る
事
な
る
に
、
下

の
か
や
う

の
事
を
起

さ
ん
と
す
る
は
、
上

へ
隱

し

て
、
至
て
密
密

に
談
合
す

へ
き
事

に
て
、
殊

に
世
間
ひ
ろ
け
れ

は
、
か
な
ら
す
中
途
に
て
漏

れ
顯

は
る

へ
き
逍

理
な

る

に
、
近
年

た
や
す
く

一
致
し
固

ま
り
て
、
此
事

の
起
り
や
す
き

は
、
畢
竟

こ
れ
人
爲
に
は
あ
ら
す
、
上
た
る
人
、
深

く
遠
慮
を
め
く
ら
さ
る

へ
き
也
。
然

り
と
て
、
い
か
ほ
と
起
ら
ぬ
や
う

の
か
ね

て
の
防
き

工
夫
を
な
す
共
、末

を
防

く
は
か
り
に
て
は
止

か
た
か
る

へ
し
。

と
か
く
、
そ

の
因

て
起

る
本
を
直
さ
す
は
あ
る

へ
か
ら
す
。
そ

の
本
を
直

す
と

い
ふ
は
、
非
理

の
は
か
ら
ひ
を
や
め

て
、
民
を

い
た
は
る
是
也
。
た
と

ひ
い
か
ほ
と
困
窮

は
し
て
も

、
上
の
は

か
ら
ひ
た
に
よ

ろ
し
け
れ
は
、
此
事

は
起
る
も
の
に
あ

ら
す
。
然
る

に
近
年

は
、
こ

こ
に
も
か
し

こ
に
も

多
き

に
よ
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り
て
、
め
つ
ら
し
か
ら
ぬ
事

に
な
り

て
、
ま

つ

一
旦
靜
ま
れ
は
よ
き
事

に
し
て
、
さ

の
み
跡

の
吟

味
も
く
は
し
か
ら

す

、
張
本
人
を

一
兩

人
と
ら

へ
て
、定

ま
り

の
と
ほ
り
刑

に
行

へ
は
、
そ
の
む
き

に
て
、
跡

の
上

の
取
計
ら

ひ
を
た
し

な
み
改
む

る
事
も
せ
す
、
世
間

に
例
多
け
れ
は
、
さ
の
み
恥
辱
と
も
思
は
れ

ぬ
や
う

の
所
も
あ
り
と
そ
。
さ

て
そ

の

張
本
人
と
い
ふ
も

の
も
、近
來

は
た
た
假
に
ま
う
け

た
る
者

に
て
、
實

の
張
本

に
は
あ
ら
す
、
そ
の
假

の
者
と

い
ふ

は
、
か
ね
て
此
事
を

お
こ
す
始

め
よ
り
、
相
野
に
て
か
り

に
こ
れ
を
張
本
人

と
い
ふ
者
に
た
て
て
、
後

に
刑

に
行

は

る

へ
き
覺
悟
に
て
定
め
お
く
故
に
、
こ
れ
を
刑
し
て
も
、
何

の
釜
も
な
ぐ
、
あ
た
ら
罪
も
な
き
民
を
こ
ろ
す

は
、
あ

は

れ
む

へ
き
事
也
。
上
に
も
か
り

の
竜

の
と
い
ふ
事

は
し
り
な
か
ら
、
た
た
定
法
た
に
立

は
よ
き

こ
と
に
し
て
濟
す
也
。

近
來

は
、
す

へ
て
か
や
う
の
輕
薄
無
實

の
刑
多
き

は
、
甚
あ
る
ま
し
き

事
也
。
た
と
ひ
我

張
本

也
と
名
乘
出

る
者
あ

り
共

、
よ
く
よ
く
そ
の
實
否
を
吟
味
し
て
、
疑

は
し
く
は
實

の
張
本

人
の
出
る
ま

て
は
、
そ

の
に
せ
も

の
を
刑

す

へ

き

に
あ
ら
す
、
草

の
根
を
分

て
も
、.ま

こ
と

の
張
本
を
尋
ぬ

へ
き
事

也
。
さ

て
又
、
近
來

此
騷
動
多
き

に
つ
き

て
、其

時

の
上
よ
り

の
あ

し
ら
ひ
も
、
や
や
き

ひ
し
く
成

て
、
も
し
手

こ
は
け
れ

は
、
飛
逍
具
な
と
を
も
用

ふ
る
事
に
な
れ

り
。

こ
れ

に
よ
り

て
、
下
よ
り
の
か
ま

へ
竜
叉

、先
年

と
は
事
長

し
て
、
或

は
竹
鑓

な
と
を
も
ち
、
飛
道

具
な
と
を
も

持
出

て
、
惣
體

の
ふ
る
ま
ひ
家
第

に
増
長
す
る
樣

子
也
。

こ
れ

は
い
よ
い
よ
容
易
な
ら
す
。
此
さ
わ
き

に
乘
し
て
、

萬

一
不
慮

の
變
な

と
相
添
事
あ

ら
ん
も
、
叉
は
か
め

か
た
き

も

の
也
。
ま
つ
下
は
、
高
か
百
姓
町
人

の
事

に
て
、
そ
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の
願

ふ
所
を
聞

と
と
け
た

に
す
れ
は
宜
し
く
、
又
た
と
ひ
眞
坂

に
及

ひ
て
も
、
武
具

な
と
も
そ
ろ
は
す
、
戰

の
法

な

と
も

し
ら
ぬ
者
な
れ

は
、
畢
竟
は
恐
る
る
に
は
た
ら
ぬ
事

の
や
う

な
れ

と
も
、
も
し
上
よ
り
用
捨
な
く
き
ひ
し
く
こ

れ
を
ふ
せ
か
は
、
下
よ
り
も

ま
た
、
い
よ
い
よ
用
捨
な
く
身
命
を
す
て
て
か
か
る
事
も
あ
ら
ん
、其
時
、
た

と
ひ
武
士

一
人
は
、百
姓
町
人

の
三
人
五
人

つ
つ
に
當
る
ほ
と
の
働
き
あ
り
と
も
、
つ
ひ
に
多
勢

に
及
ひ
か
た
か
ら
ん
事
も
は

か
り
か
た
く
、
又
た
と
ひ
か
や
う

の
計
略
を
め
く
ら
し
て
十
分
勝
を
と
る
共

、敵

と
す
る
と

こ
ろ
み
な
自
分

の
民
な

れ
は
、
一
人

に
て
も
そ

こ
な
ふ
と
き

は
、
畢
竟
は
自

分
の
損
也
。
叉
手
に
あ

ま
れ
る
と
き
、
近
國
な
と
よ
り
加
勢
あ

り

て
、
人
數

を
出

さ
れ

て
は
、
た
と
ひ
早
速
靜

ま
り
て
も

、
い
よ
い
よ
恥
辱

の
至
り
也
。
但

し
さ

し
あ
た
り
て
は
、
手

こ
は
き
と
き

は
や
む
事
を
得
す
、少

少
人

を
損
し

て
な
り
と
も
、
ま
つ
早
く
靜
む
る
や
う
に
は
か
ら

は
ん
事
、
も

ど

よ
り
然
る

へ
き

事
也

。

叉
後
來
を
恐
れ
し
め
ん
た
め
に
も
、

一
旦
は
武
威
を
以

て
き

ひ
し
く
押

へ
静
む

る
も
權
道

也
。
然
れ

と
も
、
始
絡

は
武
威
は
か
り
に
て
は
押

へ
か
た

し
。
此
方
よ
り
き

ひ
し
く
あ
し
ら
ふ
は
、
以
後
叉
、
か

の

方
よ
り
も

い
よ

い
よ
き
ひ
し
く

か
か
れ

と
、
…教
ふ
る
や
う
の
道
理
な
れ
は
也

。
然
れ
は
此
事

は
、
と
に
か
く

に
そ

の

因

て
起

る
本

を
つ
つ
し
む
事

、肝
要

た
る

へ
し
。

　

今

の
世
、町
人

の
奢

は
殊
に
甚
し
き
事
也
。
す

へ
て
飮
食
衣
服
よ
り
は
し
め
、
諸
道
具
佳
居
等

、
み
な
高
貴

の
人

の
う

へ
と
、
さ
の
み
異
な
ら
す
、中

に
も
す
く
れ

て
富

る
者
な

と
は
、
内
内

こ
ま
か
な

る
こ
と

の
お
こ
り
は
、
大
名

に
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竜

お
さ
お
さ
お
と
ら
す
、何
事
も
善
美
を

つ
く

し
て
.
ゆ
た
か

に
く
ら
す
事
也
。
さ

て
町
人
は
、
殊

に
定

ま
れ
る
階

級

の
な
き
も

の
に
て
、
先

は
ひ
ら

　
ま

い
な
る
か
ゆ
ゑ

に
、
身
上
の
大
小

は
雲
泥
ち
か
ひ
て
も
、
と
か
く
富
た
る
者

　
　

め
う

へ
を
見
な
ら
ひ
う
ら

や
み

て
、
さ
し
も

な
き
.も

の
も
そ

の
ま
ね
を
し
て
、
分
不
相
應

に
ゆ
た
か
に
く
ら
さ
ん
と

す

る
か
ら
、
内
證
は
困
窮
す

る
者
甚
多
き
也
。
或

は
そ

の
困
窮
を
隱

さ
ん
と
す
る
か
ら
、
い
よ
い
よ
困
窮

つ
の
り
、

或

は
身
上
を
持
直
さ
ん
た
め
に
、
急

に
大
利

を
得

ん

と
欲
し

て
、
あ
ら
ぬ
事

に
か
か
り
、
家
を
ほ
ろ
ほ
す
者
も
多
し
。

さ
て
か
や
う

に
、惣

體
殊
の
外

に
お

こ
り
長
し
た
れ
共
、
こ
れ
天
下

一
同

の
事
な
る
ゆ
ゑ
に
、
地

に
な
り

て
、
奢

と
い

ふ
や
5

に
も
見
え
す
。
面
面

み
つ
か
ら
も
、
お
こ
り
也

と
い
ふ
事
を
覺

え
す
、
本
よ
り
か
や
う
に
あ
る

へ
き
も

の
の

や
う
に
思

ひ
居
る
也
。
そ

の
中

に
、
た
ま
た
ま
世
上
奢
の
長

し
ぬ
る
事

に
心

つ
き

て
、
物
事
質
素

を
心
か
く

る
も

の

も
あ
れ
共
、
世
間
並
を
は
つ
れ

て
は
、
却

て
變
な
る
め
、う

に
云
な
さ
れ
、
人
に
わ
ろ
く
思
は
る
る
に
よ
り
て
、
せ
ん
か

た
な
く
、
お

の
つ
か
ら
世
聞

に
し
た
か
ふ
事
多
き
故

に
、
こ
れ
も
お

こ
り
を
ま
ぬ
か
る
る
事
能

は
す
。
夊
時
時
、
儉

約
儉
約

と
い
ひ
た

て
、省
略

す
る
事
共
も
あ
れ
共

、
或

は
省
略
す
ま
し
き
事

を
ま

つ
省
略
し
、
或
は
止

め
て
も
さ

の

み
爲

に
も
な
ら
ぬ
事
を
止
な
と
し
て
、
惣
體

の
奢
ほ

相
變
ら
す
。
又
し
は
ら
く
儉
約
を
加

へ
て
も
、世
間

み
な
然
る

に
あ
ら

さ
れ

は
、
世
間
に

つ
れ
て
叉

い
つ
の
ほ
と
に
か
ゆ

る
み

て
、
本

の
こ
と
く

に
な
り
な
と
し

て
、
す

へ
て
質
素

に
か

へ
る
事
は
、
つ
ゆ
ほ
と
も
な
く

て
、年
年
月
月

に
、
世
上
華
美

に
の
み
な
り
ゆ
く
ほ

と
に
、
貧
し
き
者
も
世
上

に

藤

冤　　鼕
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つ
れ

て
お

の
つ
か
ら
物
入
多
く
、困
窮

す
る
者

の
み
多
き
也
。
さ
て
世
間

の
お

こ
り
に

つ
き

て
は
、
商
事
も
お
ほ
く
、

世

の
に
き
は
ひ
に
も
な
り

て
、
金
銀

融
通
す
れ
は
、
さ

の
み
困
窮

は
す
ま
し
き
や
う
な
る
も

の
な
れ
共
、
左
樣

に
は

あ
ら
す
。
上
中

下
共

に
、
身
分
不
相
應
に
お
こ
り

て
内
證
は
困
窮
な

る
ゆ
ゑ

に
、
商
事
は
多
く

て
竜
買

た
る
物

の
あ

た
ひ
を
得
出
さ
さ
る
者
殊

の
外
多
く
、夊
借

た
る
金
銀
を
返
さ
さ
る
者

お
ほ
き
ゆ
ゑ

に
、
費
者
貸
者
利
を
得
る

こ
と

な
り
か
た
く
て
、損

を
す

る
事
お
ほ
く
、又
世

上
の
惣
體

の
商
は
多
け
れ
共
、
百
姓

の
商
人
に
な
る
か
多
く

て
、
商
人

の
數
次
第

に
多
き
ゆ
ゑ

に
、
手
ま

へ
手
ま

へ
の

一
分

の
商
高
は
多
か
ら
す
、
商
高
少
な
く
て
は
渡

世
に
な
り
か
た
き

ゆ
ゑ
に
、
し
ひ
て
多
く
せ
ん
と
す
れ

は
、掛
損
な
と

に
多
く
な
り

て
、
又
困
窮

に
至
る
。
さ
て
町
人

は
、
内
證
は
困
窮

し
な
か
ら
も

、
百
姓
よ
り
は
身
を
勞
す
る
事
も
す
く
な
く
、
又
百
姓

よ
り
は
奢

て
と
ほ
る
も

の
ゆ
ゑ

に
、
百
姓
は

こ

れ
を
う
ら
や
み
て
、
と
か
く
町
人
に
な
る
事
を
願

ふ
も

の
多
し
。
そ
れ
故

に
、
商
人
は
年
年
に
多
く
な
り

て
、
友

つ

ふ
れ

に
な
る
也
。
さ
て
又
、
世
上

の
奢
甚
し
き
ゆ
ゑ
に
、
其
奢

の
す
ち

に
用
る
も
ろ
も
ろ
の
物

お
ひ
た
た
し
く
、
そ

れ

に
人
の
手
間
を
つ
ゐ
や
す
事
も
お
ひ
た
た
し
き
也
。

お
よ
そ
人
間

の
用
を
な
す

一
切

の
物

は
、
其
本
は
皆
地
よ

り
生
す
る
事
な
る
か
、
其
中

に
無

て
か
な
は
ぬ
物

と
無
釜
の
お
こ
り

に
用
る
物
と
あ
る
を
、世

上
の
お
こ
り
長
し
ぬ

れ
は
、
そ

の
無

釜
の
事

に
多
く

の
物
を
費

す
。
そ
の
無
釜

の
物

の
た
め
に
、
田
地
山
林
多
く

つ
ひ
え
て
、
有
用

の
物

の
出

る
妨

と
な
り
、
又
無
釜

の
事

に
さ
ま
さ
ま
人

の
手
間
入
事
多
き
故

に
、
有
用

の
業
を
な
す

へ
き
者
も
、
そ

の
無
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釜
の
わ
さ
を
な
し

て
、世

を
渡

る
、
こ
れ
天
下
の
手
問

の
費

に
し
て
、
か
の
無
釜

の
物

に
土
地

を
つ
ひ
や
す
も
同
し

事
也
。
然

る
に
世
人
此
子
細

を
わ
き
ま

へ
す
し
て
、何

こ
と
を
し

て
な
り
と
も
人

の
渡
世
に
な
る
事

多
く

、商
事
お

ほ
け
れ

は
、
世
上

の
に
き

は
ひ
繁
昌
也

と
心
得
る
は
ひ
か
事
也
。
李
民

の
身
二

分
の
う

へ
に

て
は
、
い
か
に
も
何
わ

さ
を
し
て
な

り
と
も
、
金
銀

を
得

る
事

の
多
き
か
利

な
れ

と
も
、
上

に
立

て
民

を
治
む

る
人

の
身
に
と
り
て
は
、
領

丙
お
し
な
ら
し
て
利
盆
あ
る
こ
と
な
ら
て
は
損
あ
ろ
也
。

た
と

へ
は
城
下
は
に
き

は
ふ
て
、
商
人
は
利

を
得

る
事

多
く
て
も

、在
在
百
姓

の
つ
ま
り
と
な
り
て
は
、
本
を
失

ふ
て
末

を
盆
す
る
也
。
但

し
こ
れ
は
、
天
下
と

一
國

一
國

と

の
差
別
あ
り
。

た
と

へ
は
何
に
も
せ
よ
、
世
上
ヒ
無
釜
の
奢

の
た
め
に
用
る
物
を
多
く

つ
く
り
出
す
國
あ

ら
ん

に
、
こ
れ
は
天
下

の
う

へ
よ
り

い

へ
は
損

な
れ
と
も
。.
其
國
に
キ
り

て
は
損

に
あ
ら
す
。
い
か

に
と
い
ふ
に
、
其
物

を
多
く
作
り
出

す
た
け
、
米
穀

を
作
わ
出
す
事
す
く
な
け
れ
共
、
其
物

の
價
を
取

て
、
米
穀
等
を
は
そ
れ
た
け
は
他

國

よ
り
買
取
ゆ
ゑ
に
、
其
國

に
は
損

な
し
。
然
れ
共
そ

の
國
に
て
そ
の
米
穀

を
つ
く
り
出

さ
さ
る
た
け
、
天
下
の
上

に
て
は
、損

あ
る
也

。
す

へ
て
こ
れ
ら
に
限

ら
す
、
天
下
と

一
國
二

國

と
の
上

に
て
、
そ
の
趣

の
か
は

る
事
、
外
に
も

多

し
。
さ

て
又
、交
易

の
た

め
に
商
人
も

な
く

て
は

か
な
は
ぬ
も

の
に
て
、
商
人

の
多
き
ほ
と
、國

の
た
め
に
も

、民

間

の
た
め

に
も

、自
由

は
よ
き
も

の
也
。
然

れ
と
も

、惣
し
て
自
由

の
よ
き
は
、
よ
き
ほ
と
損

あ
り
。
何
事
も
自
由
よ

け
れ
は
、
そ
れ
た
け
物
入
多
く
、
不
自
由
な
れ
は
物
入
は
す
く
な

し
。
然

る
に
今

の
世
は
、
人
こ
と
に
我
お
と
ら
し

'
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と
よ
き
も

の
を
の
ぞ
み
、自

由
な
る
う

へ
に
も
、
自
由
よ
か
ら
ん
と
す
る
か
ら
、商

人
、職
人
、
年
年
月
月
に
、
便
利

よ

く
自
由
な
る
事
、
め
つ
ら
し
き
も
の
な
と
を
考

へ
出

し
、
作
り
出
し

て
、
こ
れ
を
費

ひ
ろ
む
る
ゆ
ゑ

に
、
年
年
月
月
に
、

よ
き
も
の
、自

由
な

る
も

の
出
來
て
、世

上
の
人

の
物
入
は
、
漸
漸

に
多

く
な
る

こ
と
也
。
す

へ
て
何
事
も
、
今
ま
て

な
け
れ
は
な
く

て
足
り
ぬ
る
事
も
あ

る
を
見

て
は
、無

か
不
自
由

に
覺
え
、
叉
今
ま

て
は
麁

相
な

る
物

に
て

こ
と
た

れ
る
も

、
そ
れ

よ
り
美
物
出
れ
は
、
麁

相
な

る
は
甚
わ
ろ
く
思

は
る
る
故

に
、
家
第
次
第

に
事
も
物
も
數
數

お
ほ
く

な
り
、
美
麗

に
な

り
ゆ
く

こ
と
也
。
か
く

て
事
も
物
も

一
つ
に

て
も
多
く
な
り
華
美
に
な
れ
は
、
そ
れ

た
け
世
話
も

多
く
、
物
入
は
勿

論
お
ほ
き
也
。

こ
れ
み
な

、
世
申

の
客
り

の
長
す
る
に
て
、
畢
竟

は
困
窮
の
基

と
な
る

こ
と
そ
。

さ
て
叉
、
世
聞

の
困
窮

に
付

て
は
、富

る
者

は
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
富

を
重
ね

て
、
大
か
た
世
上
の
金
銀
財
寶

は
、
う

ご
き
ゆ
る
き

に
富
商

の
手

に
あ

つ
ま
る
こ
と
也

。
富
め

る
者
、商

の
筋

の
諸
事

工
面
よ
き
事
は
申

す
に
及

は
す
、
金

銀
ゆ

た
か
な
る
に
よ
り
て
、
何
事

に
つ
け
て
竜

、
手
行
よ
ろ
し
く

て
、利

を
得

る
事

の
み
な
る
ゆ
ゑ
に
、
い
や

と
も
金

銀

は
次
第
に

ふ
ゆ
る
事
な

る
を
、
貧
し
き
者

は
、
何
事
も
み
な
そ

の
う

ら
な
れ

は
、
い
よ

い
よ
貧
し
く
な

る
道
理
也
。

さ
て
世
上
困
窮

し
て
不
勝

手
な
る
商
人
多
け
れ

は
、
そ

の
不
勝
手
な
る
方

は
、
何
事
も
手
行
あ
し
き
か
ら
、
費
者
も

買
者
も
多
く
手
行
の
よ
き
方

へ
つ
く
故
に
、富
商

は
い
よ

い
よ
工
面
よ
き
也

。
叉
世
上
困
窮
に
付

て
は
、
金
銀
を
借

者

多
き
故
に
、
ゆ
た
か
な
る
者

は
、
こ
れ
を
貸

て
利
を
得

る
事
多
き

に
、貧

し
き
者
は
、
借
り
て
利

を
出

し
て
い
よ

い
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よ
苦

し
む
也
。
尤
借

り
て
返

さ
さ
る
者
も
多
け
れ
共
、そ

れ
に
付

て
は
、
貸
者
は
又
い
ろ
い
ろ
と
勘
辨

し

て
慥

な
る

や
5

を
考

へ
て
、
か
し
之
く
立
ま

は
る
故
に
、
損
を
す

る
方
は
ま
つ
少
な
し
。
惣

し
て
今

の
世

は
、
大
抵
利
を
得
る

事

は
難
く
し

て
、損

は
し
や
す
き
時
節
な
る
ゆ

ゑ
に
、
冨
商

は
隨

分
金
銀

を

へ
ら
さ
ぬ
分
別

を
第

一
と
し

て
、
慥

な

る
か
た
に
つ
く
故
に
、
ま

つ
は
減
す

る
事
は
す
く
な
く

て
、
と

に
か
く
に
ふ
ゆ
る
方
お
ほ
き
也
。
さ
て
そ
れ
も
少
し

不
廻
な
る
方

に
趣
く
と
き

は
、
又
万
事
み
な

右

の
う
ら

へ
ま
は
る
故
に
、
鉅
万

の
金
銀
込
淌
や
す
き
事
悉
、
夊
春

の

雪

の
如
し
。
さ
れ

と
其
金
銀
も

、
貧
民

へ
は
潤
は
す
し
て
、
そ
れ
も
ま
た
皆
富
商

の
手

に
入
る
也
。
叉
富

る
者

は
、

一
旦
大
に
損

を
す

る
事
あ
れ
共

、土
璽

の
丈
夫
な
れ
ほ
、叉
取
返
す
事
も
や
す
き

に
、
貧
し
き
者
は
、損

を
し
て
も
再

ひ
取
か

へ
す

へ
き

た
ね
な
け
れ
は
、
永
く
そ

の
損
を

い
や
す

こ
と
あ
た

は
す
。

何

に
つ
き

て
も
貧
人
と
富
人

と
の

堺
は
、
甚
し
き
違

ひ
に
て
、
貧
人
は
富

人
の
た
め
に
脅
を

ま
し
、
富
入
は
貧

人
に
よ
り
て
富
を
か
さ
ぬ
る
也

。
右

は

商
人

の
み
な
ら
す
、
百
姓
な
と

の
う

へ
に
て
も
同
し
事

に
て
、
富

る
者
は
、
百
姓

な
か
ら

に
多
く
商
を
も
し
、
金
銀

の

や
り
く
り
の
う

へ
に
て
、
利
を
得
る
事
も
、
商
人

に
が
は
る
こ
と
な
し
。
又
農

作
の
う

へ
に
て
も
、
富

る
者
は
利

を

得
る

こ
と
多
し
。
肥

し
な
と
を
も
丈
夫

に
い
れ
、
人
于
間

を
も
十
分

に
か
け
て

つ
く

る
故

に
、
み

の
り
も

殊
に
宜

し

く
、
米
な
と
を
賣
出
す

に
も
、
利

の
多
き
時
を
待

て
賣
故
に
、
金
銀
を
得
る

こ
と
多
く
、
貧

し
き
百
姓
は
、
す
こ
し
の

米
を
費
に
も
、待

こ
と
な
り
か
た
き

故
に
、急

に
う
れ
は
、
見
す
見
す
利

を
得

る
こ
と
な
り
か
た
く
し
て
、
す

へ
て
商
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人

の
趣
と
か
は
る

こ
と
な

し
。
と
に
か
く
に
貧
民

は
、
何

に
付
て
も
ふ
ひ
ん
な

る
者
也
。
然
れ
共

、世
上

の
金
銀
財

寶

は
、
と
か
く
罕
等
に
は
行

わ
た
り

か
た
き

も
の
に
て
、
片
ゆ
き

の
す
る
は
、古
今

の
つ
ね

に
て
、
ほ
と
よ
く
融
通
す

る
や
う

に
は
な
り
か
た
き
事
也
。
其
内
に
も

、今

の
世

は
別
し
て
貧

し
き
者

は
ま
す
ま
す
貧
し
く
、富

る
者

は
ま
す

ま
す
冨

こ
と

の
甚

し
け
れ

は
、
上
に
立
て
治

め
玉

ふ
入

の
御
は
か
ら
ひ
を
以

て
、
い
か
に
も
し
て
、
甚
富

る
者

の
手

に
あ

つ
ま
る
と
こ
ろ
の
金
銀
を
、
よ
き

ほ
と
に
散

し
て
、專

ら
貧
民
を
救

ひ
玉

ふ
や
う
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
も

の
也
。

但

し
そ

の
散
し
や
う
は
、そ

の
者

の
歸
服
し
て
、
心

か
ら
出
す
や
う

に
あ
ら

て
は
、
お
も
し
ろ
か
ら
す

。
い
か
ほ
と
多

く
蓄

へ
持
た
れ
は
と
て
も

、
こ
れ
み
な
、
上
よ
り
玉

は
り
た
る
に
も
あ
ら
す

、入

の
物
を
盜
め
る
に
も
あ

ら
す
、
法
・度

に
背
き
た
る
事
を
し
て
、得

た
る
に
も
あ
ら
す
、皆

こ
れ
、
面
面

の
先
祗
、又

は
己
か
働
き

に
て
得
た
る
金
銀
な
れ

は
、

一
錢

と
い

へ
と
も
、
し
ひ
て
こ
れ
を
取

へ
き
道

理
は
な
し
。
金
銀
ぽ

い
か
ほ
と
澤
山
冖に
持

て
も
、
人
毎
に
獪

ふ
や
さ

ん
と
こ
そ
思

へ
、
い
さ
さ
か
に
て
も
、
故
な
く

て
こ
れ
を
出
す
事
を
は
、甚
愁

ふ
る
も

の
也
。
然
れ
共
叉
、
心
よ
り
歸

服

た
に
す
れ

は
、
よ
し
な
き
佛
寺
な
と
の
た
め
に
多
く

の
金
銀
を
出
し
て
を

し
む

こ
と
な
け
れ
は
、
ま
し
て
領

主
の

貧
民

を
救

ひ
玉

ふ
御
仁
政

の
た
め
な
ら
ん
に
は
、其
模
樣

に
依

て
、隨

分
心
か
ら
感
服
し

て
、
相
働
き

.御
用

に
立

つ

、

へ
き
事

に
て
、
是
に
は
宜

し
き
仕
方

の
有

へ
き
事

也
。
と
に
か
く
に
、
し
ひ
て
こ
れ
を
召
ん

こ
と
は
、
心
よ
か
ら
す
、

叉
其
金
銀

を
他

の
事

に
用

ひ
ん
も
、心

よ
か
ら
す
、
ひ
た
す
ら
貧
民
を
救
は
ま
ほ
し
き

こ
と
也
。
上
よ
り
民
を
救

ひ
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玉
ふ
御

仁
政

の
專
行
は
れ

て
、
貧
民

そ
の
御
め
く
み
を
有

か
た
く
存
し
奉
る
樣

子
を
見
は
、
仰

付
ら
れ
す
共
、
お

の

つ
か
ら
富

人
は
、
救

ひ
の
志
出
來

へ
き

こ
と
也
。
さ
て
も
し
志
あ
り

て
、
貧
入
を
救

ふ
者
あ
ら
ん

に
は
、
そ

の
ほ
と
ほ

と
に
厚
く

こ
れ
を
賞
美

し
た
ま

は
は
、彌
相

は
け
み

て
救

ふ
者

多
か
る

へ
し
。
然
れ
共

、他
國

の
樣
子
を
う
け
玉
は

る
に
、
近
來
民
を
救

ふ
政

は
す
く
な
く
し
て
、た

た
ひ
た
す
ら
、
上
の
御
用

の
金
銀
を

の
み
云
付

ら
る
る
ゆ
ゑ
に
、
富

人

は
こ
れ
を
恐
れ
て
、志
あ

る
者
広
救
を
は
得
せ
す
、
叉
た
ま
た
ま
救

ふ
者
あ
れ
と
も
、
そ
れ
を
は
賞

せ
ら
る
る
事

も
な
く

し
て
、
た
た
上
の
御
用

に
立
も

の
を

の
み
賞

亡
ら

る
る
や
う
な
る
か
、
左
樣

に
金
銀
を
以

て
、
上
の
御
用

に

立

て
賞
美
せ
ら
れ
は
,
ふ
り

の
よ
き
者
を
は
、
世
上
に
て
は
却

て
そ
ね
み
に
く
む

こ
と
ゆ
ゑ
、
そ
れ
を
望

む
者

は
す

く

な
し
。貧
民
を
救

ひ
て
賞

せ
ら
れ

ん
は
、
世

の
申

の
人
の
甚
悦

ふ
事
な
れ
は
、
そ
ね
み

に
く
む
者
は
な
く
し
て
、
こ
・

れ

を
う
ら

や
む
も

の
の
み
多
か
る

へ
し
。
此
所
を
上
く
考

へ
て
.
富
人

の
金
銀

を
散

し
て
、
貧
民
を
賑
は
す

へ
き
仕

方

は
あ
る

へ
き
事
也
。
さ
て
右
に
も
申
せ

る
如
く
、富

人
と
て
杢
、
そ

の
金
銀

は
面
面

の
働
き
に
て
得
た
る
と
こ
ろ

な
れ
は
、し

ひ
て
こ
れ
を
め
さ
れ
ん

は
、
心
よ
か
ら
ぬ
事
也
。
叉
や
む
事
を
得
す
、
こ
れ
を
借
り
玉
ふ

こ
と
あ
り

と

亀

、
そ
れ
も
し

ひ
て
は
心
よ
か
ら
す
、
但
し
御
領
内
に
佳
居
し

て
、
ゆ
た
か
に
く

ら
す
君
恩
を
あ
り
か
た
く
思

ひ
奉

り
て
、冥
加

の
た
め

に
さ
し
上
ん
こ
と
を
願
ふ
者
あ

ら
ん
は
、
格
別

の
事
也
。
さ
れ

と
、
左
樣

の
金
銀
も

、皆
貧
民

に

施

し
て
な

る

へ
き
は
、
上
の
御
用

に
は
用

ひ
玉
は
ぬ

や
う

に
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
叉
面
面
の
勝

手
の
た
め
に

●
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も
な
り
、冥
加

の
た
め

に
て
も
あ
れ

は
と
て
、
つ
ね
に
金
銀

の
御
用
を
勤

め
ん
と
願

ふ
者
あ
ら
ん
に
は
、
も

し
御
用

あ
ら
は
、是

は
許
し
玉
ふ

へ
き

に
や

。
さ
れ
ど
上

の
御
用
を
う
け
玉

は
る
に
付

て
、
人

に
金
銀
を
貸

に
も

、
そ
の
御

用

の
す
ち
に
こ
と
よ
せ
て
貸

し

つ
く

る
事
、
近
世
何
方

に
も
多
し
。

こ
れ
ま
す
ま
す
富
商

を
富
す
事
に
て
、世

の
貧

民

の
た
め
に
大
な

る
害
也
。
た
と
ひ
上

の
た
め
に

は
、御
勝
手

に
な
る
事
な
り
と
も
、
下
民

の
た
め

に
害

あ
ら
ん
事

は
、
す

へ
て
禁

せ
ら

る

へ
き
に

こ
そ
。
さ

て
ま
た
、今

の
世

は
武
家
大
小
に
よ
ら
す
、
仕

お
く
り
と

い
ひ
て
、
町
人

に
勝
手
を
ま
か
な

は
す
る

こ
と
多
し
。
こ
れ
は
便
宜
に
し
て
自
由

は
よ
き
や
う
な
れ
共
、
つ
ま

る
所
は
損

多
し
。
町

人
は

こ
れ

に
よ
り

て
多
く

の
利

を
得

る
そ
れ
た
け
、武
家

に
損
あ
る
事
は
、
目

に
見

え
た
れ

と
も
、
困
窮

の
節

な
と
、

さ
し
あ
た
り
て
便
宜
な
る
に
よ
り
て
、損
を
は
知
な
か
ら

、
皆
申
付

る
事
也
。
然
れ
と
も

、
こ
れ

は
み
な
富
商
の
う

け
た
ま
は
り
て
す

る
事
な
れ
は
、
ま
す
ま
す
富
を
重
ね
さ
せ
て
、
武
家

に
は
損
あ
る

こ
と
な
れ

は
、
な
る

へ
き
た
け

は
、
無
用
に
せ
ま
ほ
し
き
事
也
。

人

は
何
事
も
、そ

の
身

の
分
際
相
應

に
す
る

か
よ
き
也
。
分
限

に
過

て
著

る
か
わ
う
き
事

は
、
申
す

に
及

は
す
、叉
あ

ま
り
降
し
て
輕

く
す
る
も
、
正
道

に
は
あ
ら
す
。
大
名

は
大
名
相
應

に
、
御
身
を
持
玉

ふ
よ
し
。
'
質
素
か
よ
き

と
て
、

下
下

の
武

士
の
如
く
、
御
身
を
持
玉

ふ

へ
き
に
も

あ
ら
す
。
次

に
其
下
に
た
つ
武

士
も
、
又
そ

の
相
應
相
應

か
よ
し
9

・百
姓

町
人
も
又

、
そ

の
身
上
相
應

に
、
身
を
持
か
宜

し
き
也
。
す

へ
て
事

を
輕
く
す

る
か
よ
ろ
し
と
て
も
、
叉
あ

ま

■
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り
身
持
か
ち

か
ろ
し
け
れ

は
、
そ
れ

に
應

し
て
、
お
め

つ
か
ら

心
悉
、万
の
行

ひ
も
、
い
や
し
く
輕

輕
し
く
な
り

て
、上

に
た

つ
人
な
と
は
、
殊

に
よ
か
ら
ぬ
事

多
き
も

の
也
。
叉
儉
約

を
心
か
く
れ
は
、
お

の
つ
か
ら
悋
嗇
き
か

た
に
流
れ

.

や
す
き
も

の
に
て
、
必
す
す

へ
き
事
を
も
、
止
て
せ
す
、
人
に
と
ら
す

へ
き
も

の
を
も
惜
み
て
と
ら
さ
す
、
甚
し
き
者

は
、人

の
も

の
を
さ

へ
、奪

は
ま
ほ
し
く
思
ふ
や
ヶ

の

む
に
も
な
り
や
す
し
。
然

に
此
所
を
よ
く
心
得
て
儉
素

に
し

て
、
し
か
悉
悋
嗇

に
流
れ
ぬ
や
う

に
は
、
あ
り
に
く
き
も

の
也
。
殊
に
上
に
た
つ
人
な
と
、
此

の
わ
き

ま

へ
な
く

し
て
、

悋
嗇

な
る
と
き

は
、
下
の
潤
び

か
は
き

て
、甚

よ
ろ
し
か
ら
す
。
さ
れ
は
儉
約
も
實

に
は
宜
し
き

事
に
あ
ら
す

。
と

か
く
上
中
下
、
各
身
分
相
應

に
く
ら
す
か
よ
き
也
。
然
り

と
い

へ
と
も
、
そ
の
相
應

と
い
ふ
は

い
か
ほ
と
か
相
應
な

る
や
。
手
本

の
な
き
も

の
な
れ

は
、.よ
き
ほ

と
ば
知

か
た
き
事
な
る
に
、惣

し
て
華
美
な

る
か
た
に
は
う

つ
り

や
す

く
、す

こ
し
も
質
素
な
る
方

へ
は
う

つ
り
に
く
き
も

の
な
れ

は
、
治
華

の
久
し
く

つ
っ
け
る
世
は
、
一
同
に
段
段
華

美
の
長
す

る
な
ら

ひ
に
し
て
、
上
に
も
申
せ
る
如
く
、
今

の
世
ぼ
と
、
下
か
下
ま
て
華
美
な
る

こ
と
は
、古

今
の
間

に

な
き
事
な
れ

は
、
今

の
世
に
、
こ
れ
ぞ
分
限
相
應

の
よ
き

ほ
と
な
ら
ん
と
思
ふ
事

は
、
皆
大

に
分
限

に
は
過

て
あ

る

也
。
然
れ

は
こ
れ
を
よ
き

ほ
と
に
せ
ん

と
思
ふ
と
き

は
、万
事

を
大

に
そ
き
す
て
て
、
狂
人
か
と
人
に
笑
は
る
る
ほ

と
に
、
落

さ
さ
れ

は
、
お

の
お
の
身
分
相
應

の
所

へ
は
、當

り
か
た
し
。
然
れ
と
も
、
さ
ほ
と
ま

て
に
は
と
て
も

お
と

し
か
た
き
も

の
に
て
、
た
と
ひ
自
分

一
人
は
人
に
か

ま
は
す

、
右

の
如
く
に
お
と
し
て
も
、
家
内
ま

て
に
も
行

と
と

遭冫

煢　　・
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き
か
た
く

、又

上
よ
り

い
か
ほ
と
嚴

し
く
命
令
を
下
し
て
も
、
こ
れ
を
制

せ
ら
れ

て
も
、
時
世
の
勢

は
、中
申
防
き
か

た
く
、
人
力

の
及
ひ
か
た
き

と
こ
ろ
あ

る
も

の
也
。
た
と
ひ
し
は
ら
く
は
、
命
令

に
恐
れ

て
、
こ
れ
を
愼

し
む

や
う

に
て
も
、
末

と
け
か
た
く
、

又
う

は

へ
は
命
令
を
守

や
う

に
て
も
、
内
内
に
て
は
皆

こ
れ
を
破
る
。
衣
服

の
制
な

と
、
み
な
然
也

。
叉

一
國
き
り

こ
れ
を
制
し

て
も

、
天
下

一
同
な
ら
さ
れ
は
、
そ
の
制
立
か
た
き
事
も
多
し
。
叉
惣
體

表
向

へ
は
出

さ
る
家
内

の
こ
ま
か
な
る
事

の
、
奢

の
甚

し
き

を

一
つ

一
つ
吟
味
を
と
け

て
、
こ
れ
を
禁

す

へ
き
由
な

け
れ
は
、
と
に
か
く

に
、
此
世
上

一
同

の
華
美
お

こ
り
は
、
い
か
や
う

に
し

て
も

、
俄

に
は
停
め
か
た
く

、
年
年
月
月

に
長
し
ゆ
く

は
か
り
也
。
然
れ
共
も

の
は
か
き
り
有

て
、
の
ほ

り
き
は
ま
る
時
は
又

お
の
つ
か
ら
降
る
こ
と
な
れ

は
、

い
つ
そ
は
又
、本

へ
か

へ
る
時
節
も
有

へ
き

に
、
さ
れ

と
、此
世
上

の
奢

り
な
と

の
、左
樣

に
自
然
と
質
素

の
方

へ
か

へ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
ま

つ
は
何
ぞ
變
な
る
事
な
と

の
な
く

て
は
、
か

へ
り
か
た
き

こ
と
な
れ
は
、
そ

の
變
の
有

て
、

自

然

と
か

へ
る
を
、安
閑
と
し
て
待
居

る

へ
き
に
も
あ

ら
す
。
さ
れ
は
、
上
に
た
つ
人

は
、
隨
分
な
る

へ
き

た
け
は

工
夫

を
め
く
ら
し
て
、
自
他
奢

の
長

せ
さ
る
や
う
に
、少

し

つ
つ
に
て
も
、質
素

の
方

へ
か

へ
る
や
う
に
、
は
か
ら
ひ
・

玉

ふ

へ
き
也
。
す
こ
し
つ
つ
に
て
も

、質
素

の
方

に
か

へ
り
て
長
す

る
こ
と
な
け
れ
は
、起

る

へ
き
變
事

も
お
こ
ら

す
し

て
、
長
久
に
無
事

な
る

へ
し
。
さ
て
そ
の
は
か
ら
ひ
は
い
か
に
と
い
ふ
に
、
右
に
申

せ
る
如
く
、
此
事

は
嚴

し

き
命
令
は
か
り
に
て
は
、
と

て
も
直

り
か
た
き

こ
と
に
て
、
た
た
面
面
、自

然
と
た
し
な
む
心
に
な
り
て
、
お
の
つ
か

讐



ら

に
す
る
や
う

に
、
は
か
ら

ふ

へ
き
事
也
。
下
は
と
か
く

に
、
よ
き
事
も
あ
し
き
事
も
上
に
な
ら
ふ
も

の
な
れ

は
、

先
上
よ
り
、
物
事

お
と
さ
る
る
た
け
落

し
て
、
輕
く
し

て
見
せ
玉
ば
は
、
漸
漸
に
お
の
つ
か
ら
、
御
家
中
も
、
下
下

の

民
も
、
そ
れ
に
な
ら
ひ
、
其
心
に
成
て
、
つ
ひ
に
は
却

て
華
美
な
る
事

を
笑
ふ
や
う

に
竜
、な

る

へ
き

こ
と
也
。
す

へ

て
何
事

に
て
も
、
心
よ
く
歸
服
し
て
す
る
事

に
あ
ら
さ
れ
は
、
末

と
ほ
り
か
た
く
、
永
く

は
行

は
れ
ぬ
も
の
な

り
9

さ
て
そ

の
下
下
を
心
よ
り
歸
服

せ
し
む
る
こ
と
は
、皆

上
よ
り
の
は
か

ら
ひ
、
仕
方
に
よ
る
こ
と
そ
か
し
。

上 げ し く玉 本 秘
響

り

75
　
秘
本
玉
く
し
け
上
　
絡



ー
…
…
…
ー

ー

ー
ー
ー

耄
耄

霧
鬢

岫ー

ξ妻

蔑
峯
警
堯
嚢
糞
鏨

峯
嚢
摯
碁
斈
曇

塗

羣

}
ぎ
妻

耄

蓉
籌
蓼
耄
妻

華
…
　
嚢

耋
ー

窪

蓼
ー

毒
ぎ
峯

垂
軽
妻
多
裏
耄
妻

耄
聖毫
霎

ー
薹
き

鼕

妻
薯

袰
萋

霎

篝
鼕
袤

萋

萋

崟

蓼
鬟
　
置
ー

垂
董
…

ゲ尋
ー
蓬

萋
耋
ー

苳
多
ζ
}
享
垂
ミ
髦
多
ー

塗
ー

ー

§
嵳
苳
き

戔

ξ
耄
羣
葦
霆
壅
髫

ー

ぎ

豢

萋
耋
霧
蓑

霆
窒
鼕

鬘
鼕
耋

、

炉

」.

●

{

!

,
　
　
.



秘

本

玉

く

し

け

下

本

居

宣

長

著

下 げ し く玉 本 秘77

金
銀
通
用
は
そ

の
法

に
よ
り
て
大
に
得
失

の
有

へ
き

也
。

ま
つ
此
金
銀
と

い
ふ
物

は
、
上
も
な
き
寶
に
て
は
あ
れ

と
も
、實

は
飮
食

の
替
り
に
も
な
ら
す

、
表
服

の
か
は
り
に
も
な
ら
す
、
す

へ
て
何

の
用

に
も
立
か
た
き
も

の
な

る

に
、
こ
れ
を
通
用
す
る
は
、
そ

の
何
の
用

に
も
た
た
ぬ
物
を
以
て
、
世
中

の

一
切
の
用

を
辨
し

さ
す
る
仕
方
な
る
故

に
、
そ

の
仕
方
に
よ
り

て
、
得
失
は
あ
る
事
也

。
其
仕
方
と
は
、
ま
つ
第

一
に
、
天
下
に
通
用
す
る
所
、
金
銀

の
多
少

に
よ
り
て
、大

に
得
失
あ
る

へ
し
.。
抑
金
銀

を
廣
く
通
用
す

る
事

は
、
慶
長

の
こ
ろ
よ
り
始

ま
れ

る
こ
と
に

て
、
そ

の
以
前
は
、
た
た
錢

の
み
の
逋
用
な
り
き

。
然

る
に
此
金
銀
通
用
始
ま
り

て
は
、
甚
世
上
の
便
利

に
し

て
、
尤
自

由

よ

ろ
し
き
事
也
。
さ
て
通
用

の
金
銀
は
、隨

分
多
ぎ
ほ
と
便
利

に
し
て
、
自
由
は
宜
し
き
也

。
然
れ

と
も
、
そ
れ

に

付

て
又
失
あ
る
事
多
く
、
却

て
世
上

の
困
窮

に
及

ふ
基
と
も

な
る
こ
と
也
。
か
く
て
、當
時
天
下
に
通
用
す
る
金
銀

は
殊

の
外

に
多
く

し
て
、
甚
便
利
は
よ
き

事
な
る
に
、
今

の
入
は
も

と
よ
り
、
か
く
の
こ
と
く
な

る
世
に
馴
た
る
故

に
、
金
銀

の
甚
多
き

と
い
ふ
事
を
し
ら
す
、
便
利

の
甚
宜
し
き
事
を
も
覺
え
す
し
て
、
却

て
世
上
通
用
の
金
銀

の
拂
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底

に
て
得
か
た
き
ゆ
ゑ
に
、
世
は
困
窮
す
る
や
う
に
思

ふ
は
、商
人
心

に
し
て
、末

を
の
み
思

ひ
て
、
本
を
し
ら
さ
る

も

の
也
。

今

の
世
に
金
銀

の
得

か
た
き
は
少
き
故
に
は
あ
ら
す
、
あ
ま
り
多
き

よ
り

お
こ
れ
る

こ
と
な
り
。
そ
の

道

理
は
い
か
に
と

い
ふ
に
、米
戴
を
は
し
め
、
其
外
何

に
て
も
萬

の
物
を
取

引
す

る
に
、
そ

の
正
物
を
取
引
す

る
よ

り
は
、價

を
は
か
り

て
、
金
銀

に
て
取
引
す
る
か
格
別

に
便
利
よ
き
故
に
、昔

は
正
物

に
て
取
引
し
た
る
事

を
も

、今

は
み
な
金
銀

に
て
す
る
や
う

に
な
り
、
其
外
萬

の
事

み
な

、
金
銀

に
て
と
り
は
か
ら
ふ
や
う

に
な
り
て
、
家
第

に
金

銀

の
と
り

や
り
多
く
し
け
く
な
り
、
其
と
り
や
り
、
か
け
引

の
間

に
、
な
ほ
叉

さ
ま
さ
ま
便
利
な
る
仕
方
な
と
あ

る
、

か
や
う

に
、
萬
物
萬
事
み
な
金
銀

に
て
間

の
合
や
ζ
・
に
な
れ
る
は
、
こ
れ
全

く
世
上
通
用

の
金
銀

の
甚
多
き

か
故
也
。

少
な
く

て
は
い
か
ほ
と
便
利

よ
き
事
有

て
亀
、
か
や
う

に
廣
く
、
何
事
に
も
用
ひ
ぬ
る
こ
と
は
な
り
か
た
し
。
さ
て

昔
は
金
銀

を
取
引
す
る

こ
と
も
、
今

よ
り
は
す
く
な
く

、
叉
金
銀

に
て
萬

の
事

を
取
は
か
ら

ふ
事
も
、
ま
れ

な
り

し

故
に
、
人
の
こ
れ
を
願

ふ
心
も

、
今

の
や
う
に
甚
し
く

は
あ
ら
さ
り
し
を
、
今

は
右

の
如
く
、
世

間

に
此
と
り

や
り

掛
引
し
け
く

、金
銀

つ
ね
に
人

の
耳
目

に
ち
か
く
親

し
ぐ
、
又
金
銀
に
て
何
事
も
濟
む
故

に
.
人
毎

に
こ
れ
を
得

ん

こ
と
を
願

ふ
心
も
、
む
か
し
よ
り
は
格
別
に
甚
し
く

、
切
な

る
に
よ
り
て
、
甚
得

か
た
き
や
う
に
覺

ゆ
る
也
。
惣
し

て
至

て
得
か
た
き
物
は
、
こ
れ
を
得

ん
と
欲
す
る
念
も
無
も

の
な
る
に
、今

の
人

の
金
銀

の
得
か
た
き

を
憂

ふ
る
は
、

地
體
か
多
く
て
得

か
た
か
ち
ぬ
故
也
。
さ
て
又
、
何
事

に
つ
き

て
も
、
金
銀

の
は
た
ら
き
し
け
く

い
そ
か
は
し
き
故
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に
、實

に
得
か
た
く
も
あ
り
、
得
か
た
き

に
よ
り

て
ほ
、少
き

や
う

に
思

ふ
也
。
た
と

へ
は
毎
年
盆
前
と
極

月
に
は
、

常

よ
り
も
又
格
別

に
金
銀
逼
迫
し
て
、
い
よ
い
.よ
得
か
た
き

は
、
い
か
な
る
ゆ
ゑ
そ
。
此
時
と

て
も
、
世
上

の
金
銀

よ
り
す
く
な
く
な
る
に
あ
ら
す
、常

に
は
遊

は
し
お
く
金
銀

を
さ

へ
、
二
季
に
億
出
し
て
働

か
す
事
な
れ
は
、
常

よ

り
は
多
き
に
、却

て
左
樣

に
得
か
た
き

事
は
、
常

よ
り
も
又
や
り
ひ
き

し
け
く
、
金
銀

い
そ
か
は
し
き
か
故
な
ら
す

や
。
是
を
以

て
、
惣
體
金
銀

の
得
か
た
き

は
、
少
な

き
故
に
は
あ
ら
さ
る
事
を
さ
と
る

へ
し
。
其
本
を
尋
ぬ
れ
は
、

實

に
は
、
世
上
通
用

の
金
銀
甚
多
く
し

て
自

由
に
手

ま
は
る
か
ら
起

り
て
、
何
事
に
も

こ
れ

を
用

ふ
る
や
う
に
な
り
、

次
第

に
は
た
ら
き

い
そ
か

は
し
く
な
れ
る
に
よ
り

て
、
甚
多
き

よ
り
も
、
な
ほ

い
そ
か
は
し
き
方

か
勝
ゆ
ゑ
に
、
得

か
た
く

て
す
く
な
き
や
う

に
、
思
は
る
る
也

。
さ

て
、
金
銀
通
用
始

ま
り

て
い
ま
た
久
し
か
ら
さ
り
し
ほ
と
は
、
多

け
れ

は
ま
す
ま
す
便
利

の
よ
う
ー
.vき

の
み
に
て
、
さ
の
み
其
弊
は
な
か
り

し
か
、漸
漸

年
代
久

し
く
な

る
に

つ
き

て

は
、
そ
の
弊
も
多
く
な
れ
る
也

。
右

に
申
せ
る

こ
と
く
、
世
上
何
事

に
も

、是
を
用

ひ
て
取
引
す

る
事
多
き

ま
ま
に
、

其
取
引

の
間

に
て
、
過
分
の
利
を
得
る
事
多
く
、或

は
商
人
な
か
ら
、
物

の
交
易
を
も
せ
す
、
た
た
金
銀

の
う

へ
の
み

を
以
て
世
を
渡
る
者
も

、
お
ひ
た
た
し
く
、
富

人
は
別
し
て

こ
れ
に
よ
り
て
、
ま
す
ま
す
富

を
重

ぬ
る
こ
と
甚
し
。

惣

し
て
、
金
銀

の
や
り
引
し
け
く
多
き
故

に
、
世
上
の
入

の
心
、
み
な
こ
れ

に
う

つ
り

て
、
士
農

工
商

、
こ
と

こ
と
く

己
か
本
業

を
は
お

こ
た
り
て
、
た
た
近
道

に
手
早
く

、
金
銀
を
得
る
事

に
の
み
、
目
を
か
く
る
な
ら
ひ
と
な
れ
り
。
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世
に
、
少
し

に
て
も
金
銀

の
取
引

に
て
利

を
縛

る
こ
と
あ
れ

は
、
そ
れ
た
け
、
作
業

を
お
こ
た
る
故
、
世
上

の
損
也

。

い
は
ん
や
業

を
は
な
さ
す
し
て
、
た
た
金
銀

の
上

の
み
に
て
世
を
渡

る
者
は
、
み
な
遊
民

に
て
,邂

民

の
多
き
は
、國

の
大
損

な
れ

は
、
お

の
つ
か
ら
世

上
困
窮

の
基
と
な
れ

り
。
又
世

上
の
金
銀

お
ほ
く
し
て
便
利
な
れ
は
、人
人
買

ま

し
き
無

釜
の
物

を
も
買

ひ
、
爲
ま
し
き
無
釜

の
事
を
も
爲
な
と
す
る
故

に
、
お

の
つ
か
ら
奢

を
長
す

る
、
こ
れ
ら
み

な
、
世

の
困
窮

の
端

と
な

る
こ
と
也
。
な

ほ
叉
、
上
下

の
人
、
こ
と
こ
と
く
金
銀

に
の
み
目
を
か
く
る
ゆ
ゑ

に
、
今

の

世
は
武
士
も
百
姓
竜
出
家
も
、
み
な
鄙
劣
な

る
商
人
心
に
な
り
て
、
世

上
の
風
儀
も
、
輕
薄

に
な
る
事
そ
か
し
。
か

く

の
こ
と
く
世

上
逋
用

の
金
銀
甚
多
く
し
て
、
自
由
便
利
な
る
に

つ
き

て
は
、
其
失
も
甚
多
け
れ

と
も

、
年
久

し
く

馴
來
り
た
る
事
な
れ

は
、
此
な
ら
ひ
は
俄

に
は
改

め
か
た
し
。
不
便
利

な
る
事
す
ら
、
久
し
く
馴

た
る
を
俄

に
改

め

て
は
、
人
の
蹄
服

し
に
く
き
も

の
な
る
に
、ま

し
て
こ
れ
は
、甚

便
利
な

る
事
な

る
を
、
今
更
通
用

の
金
銀

を
減
少
な

と
し

て
は
、當

分
大

に
さ
し

つ
か
ゆ
る
事
な

と
多
く
し
て
、
却
て
大
に
失

あ
る

へ
し
。
且
又
、
金
銀
通
用

の
筋
な
と

は
、天
下

の
う

へ
の
事
な
れ

は
、
い
か
ほ
と
害

あ
る
事
有
と

て
も
、

一
國
き

り
私

に
は

い
か
に
と
も
す

へ
き

や
う
な

し
。
し
か
れ
と
も
、
右

の
子
細
と
も

を
つ
ね

つ
ね
よ
く
心
得
居

て
、
惣
體

正
物

に
て
取
引
す

へ
き

事
は
、
少
少
不
便

利

に
は
あ
り

と
も
、
や
は
め
正
物
に
て
取
引

を
し
て
、
金
銀

の
取
引

の
す
ち
を

は
な

る

へ
き
た
け
は
こ
れ
を
省
き
、

獪
又
さ
ま
さ
ま
の
金
銀

の
や
り
く
り
な
と
を
も
、
な
る

へ
き

た
け

は
隨
分

こ
れ
を
止
め
、又
爲

へ
き
事
を
金
銀

に
て
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仕
切

る
や
う

の
す
ち

は
、
獪
更
無
用

に
あ
ら

ま
ほ
し
き
事
也
。
そ
れ
も
民
間
に
て
下
下

と
ち

の
細
事
な
と
は
、
さ
る

事
も
あ
る

へ
け
れ
共
、
少
少
金
高

に
も

及
ふ
ほ

と
の
事

に
は
、
決

し
て
あ
る
ま
し
き
わ

さ
也
。
惣
し

て
物

事
は
、
不

便
利
に

て
も
地
道
な

る
事
は
始
絡

全
く
し
て
、
失
な
き
も

の
な
る
を

、
算
用
に
か
か
り
便
利

に
は
し
る
と
き
は
、
必

間
違

ひ
も

い
て
き
、
詐
欺

の
す
ち
も
あ
り
、
や
す
く
黒
ひ

か
け

ぬ
失

の
あ

る
こ
と
な
れ
は
、
國

の
政
を
と
り
行

は
ん

人
な
と
は
、
此
所

を
よ
く
考

へ
て
、萬

事
な
る

へ
き

た
け
は
金
銀
便
利

の
す
ち
に
は
、
か
か
ら
ぬ
や
う
に
、
心
か
け
玉

ふ

へ
き

に
こ
そ
。
さ
て
金
銀

の
や
り
く
り
取
引
を

は
、
な
る

へ
き

た
け

は
省
き

て
、
少
な
く
す

る
と
き
は
、
自

然
と

す

こ
し

つ
つ
も

、
人
情

金
銀

に
う
と
く
遠

さ
か
る
や
う
に
な
り
て
、
面
面

の
本

業
を
大
切
に
は
け
む
や
う
に
な
り
、

金
銀

に
の
み
目
を
か
け

て
、
近
道

に
は
し
る
な

ら
ひ
、
少
少

つ
つ
も
う
す
ら
き

て
、
入

の
榔
劣
な

る
心
、
輕
薄

の
風
儀

も
直

る

へ
き
も

の
也

。
と
か
く
下
は
上
を
見
な
ら

ふ
も

の
な
れ
は
、
か
や
う

の
事
も
、
上

の
し
な
ら

は
せ
計
ら

ひ
に

有

へ
き

こ
と
に
こ
そ
。

天
下
の
た
め
、
國

の
た
め
に
害

な
る
事
、
世
に
多
し
コ
其
中

に
、實

は
大
に
害
あ
れ

と
も
、害

と
見
え
さ
る
事
も
あ
り
。

又

こ
こ
に
は
釜
あ
れ

と
も
、
か
し
こ
に
害
あ
る
こ
と
あ
り
。
叉
當
分
は
盆
あ

る
や
う
准
れ
と
も

、後

日
に
大
害
と
な

る
こ
と
あ
り
。

こ
れ

ら
皆
、
人

の
惑

ふ
こ
と
也
。
國
政
を
と
ら
ん
人
、
つ
ね

に
心
を
付
ら
る

へ
し
。
叉
眼
前
に
大
害

と
し
れ
な
か
ら
も

、停

め
か
た
く
、
國
君

の
勢

に
て
も
、

公
儀

の
威

光
に
て
も
、
俄
に
は
禁

止
し
か
た
き
事
も
多
く
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あ
る
也
。
然

る
に
そ
の
類
を
、
俄
に
し
ひ
て
禁

せ
ん
と
す
る
と
き

は
、
却
て
叉
害
を
生
し
て
、
い
か
ん
と
も

し
か
た

き
事
も

あ
る
も

の
也
。
さ
れ
は
害

な
か
ら
も
俄
に
禁

し
か
た
き
事

は
、
つ
ね

つ
ね
に
心
を
つ
け

て
、
隨
分
長

く
せ
ぬ

や
う

に
は
か
ら

ひ
、
い
つ
と
な
く
そ

ろ
そ
ろ
と

こ
れ
を
押

へ
て
、
お

の
つ
か
ら
と
止
む
時
節
を
、
ま

つ
よ
り
外

な
し

。

萬

の
事

は
、
日
日
に
潜
長
す
る
こ
と
も
、
思

ひ
の
外
に
又

、
い
つ
と
な
く
衰

へ
ゆ
く
時
節
も
あ
る
も

の
な
れ
は
、
か
な

ら
す
事

を
急

に
し

て
、
し
そ
ん
す
ま
し
き
也
。
叉
國
の
た
め
、
民

の
た
め
に
利

釜
あ

る
事
を
考

へ
出
し
て
、
こ
れ
を

行
は
ん
と
す

る
も
同
し
事

に
て
、
た
と

ひ
利

釜
あ
る
す
ち
も
、
新
規
に
俄
に
こ
れ
を
行
は
ん
と
す
れ
は
、
人

悉
歸
服

し
か
た
く
、
叉
却

て
そ

こ
な
ひ
本
出
來
る

こ
と
あ
る
も

の
也
。
と
か
く
人
は
久

し
く
馴
來
り
た
る
事

は
、少
少
勝
手

あ
し
き
事
も
、
其
分
に
て
安

し
居
る
も

の
也
。
釜
あ

る
事
も
、
新
規

な
る
事

は
煩

は
し
く
思

ふ
な
ら
ひ
な
れ
は
、
有

來
り

た
る
事
は
少
少
は
あ

し
く
と
も
、
大
抵

の

こ
と
は
そ

の
ま
ま
に

て
有

へ
し
。
新
規

の
事
は
、大
抵

は
ま
つ
は
せ

ぬ
か
よ
き
也
。
す

へ
て
世
中

の
事
は
、
何
事
も
よ
き
も
あ
し
き
も
時
世
の
勢

に
よ

る
も

の
に

て
、
い
か
ほ
と
惡
き
を

除

か
ん
と
す
れ
と
も
、
い
か
ほ
と
善

事
を
行

は
ん
と
す
れ
と
も

、
極
意

の
と

こ
ろ
は
、
人
力
に
は
及
ひ
か
た
き
も

の

な
れ

は
、
し

ひ
て
急

に
こ
れ
を
行
は
ん
と
は
す

へ
か
ら
す
。
た
た
つ
ね

つ
ね
、
善
事
は
そ

の
か
た
の
く

つ
れ

ぬ
や
う

に
、
止
ぬ
や
う

に
は
か
ら

ひ
、
惡
き
事
は
少
少

つ

つ
も
淌
す
る
や
う

に
、
長

せ
ぬ
や
う
に
と
、
心
か
け

、
さ
て
又
新
規

に
始

め
ん
と
す
る
事

は
、
よ
く
よ
く
考

へ
て
、
人
人

の
料
簡

を
も
き
き

、他
國

の
例
な
と
を
も
聞
合

せ
、
諸
人

の
歸
服



下げ し く玉 本 秘83

す

る
か
せ
ぬ
か
を
よ
く
勘

へ
て
、行

ふ

へ
し
。
す

へ
て
新
法
は
、
こ
れ
を
始

め
て
國

の
た
め
、
人
の
た
め
に
も

ま
こ

と

に
宜
し
く

、末
長
く
行
は
る
る
と
き
は
、
後
世
ま
て

の
功

に
も
な
る
事
な
れ
と
も

、思

ひ
の
外
、
人
も
歸
服

せ
す
、

た
め
に
も
な

ら
す
、
或
は
思

ひ
か
け
ぬ
つ
ま
つ
き
な
と
有

て
、
長
く
は
行

ひ
か
た
く
し
て
、
ほ

と
な
く

こ
れ
を
止

め

な

と
す
る
と
き

は
、
却

て
費

の
み
有

て
、
國
政

の
か
ろ
か
ろ
し
き

そ
し
り
を
も
取
る

こ
と
也
。
隨
分
か
し

こ
き

人
の

工
夫
し
出

て
、
大
釜
あ
ら
ん
と
思
ふ
事
も

、爲

て
見
ぬ
事
は
頼

み
に
な
ら

ぬ
も

の
に
て
、思

ひ
の
外
、
最
初

の
料
簡

の

こ
と
く
に
は
ゆ
き

か
た
き
も

の
な
れ

は
、
と
に
か
く
に
、
大
抵
事

す
ま
は
、
舊
き
に
し
た
か
ふ
に
し
く

は
な
し
。

近
來
、
上
下
お
し
な

へ
て
丙
證
困
窮

す
る
者
多
き
わ
け
、
叉
奢

の
自
然

と
う
す
ら
く

へ
き
仕
方

な
と
、
段
段
上
に
申

せ

る
か
如

し
。
然
れ
と
も
、
困
窮
甚

せ
ま
り

て
い
か

に
と
も

す

へ
き
方
な
く
、
さ
し

つ
ま
り
た
る
時

に
至
り

て
は
、

右

の
こ
と
く
ゆ
る
や
か
な

る
仕
方
は
か
り

に
て
は
、
と

て
竜

、
さ
し
あ

た
り

て
の
間
に
は
合

ひ
か
た
き
事
な
れ
は
、

左
樣

の
時
は
、
い
か
に
し
て
な
り
と
も
、急

に
そ

の
け
か
ら
ひ
な
く

て
は
か
な

は
す
、
上
下
大
小

と
も

に
、
み
な
同
し

事
也
。
其
中
に
、大
名

の
御
勝
手

の
甚
逼

逍
し
て
、
さ
し

つ
ま
り
た
る
時

の
作
略
は
、
ま

つ
町
人
、百
姓

の
金
銀

を
め

さ

る
る
か
近
代

、世
間
並

の
事
也
。
然

れ
と
も
、
是
は
上
に
も
申
せ
る
か
如
く
、
甚
心
よ

か
ら

ぬ
こ
と
也
。
た
と
ひ

し

ひ
て

こ
れ
を
め
さ
れ

て
も
、
そ
れ
は
限
り
あ

る
事
な
れ
は
、
い
つ
ま
て
も
左
樣

に
て
濟

こ
と
に
あ
ら
す
、
始
絡
の

す
ま

ぬ
事

に
、大

切
な
る
御
國
政
に
瑕
を

つ
け

ん
事
は
、
い
か
に
し
て
も
殘
念
な
る

こ
と
也

。
さ
れ
は
ざ
し

つ
ま
り
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て
や
む

こ
と
を
得

さ
る
と
き

は
御
家
申

の
祿
を
、
年
を
限

り
て
減

し
玉

ふ
よ
り
外

の
上
策

は
な

し
。
こ
れ
、
當
然

の

あ
た
り
ま

へ
也

。
但

し
御
家
中
、
大
小
上
下
、
い
つ
れ
も

い
つ
れ
も

ほ
と
ほ

と
に
先
阻
よ
り
そ
の
祿

を
玉

は
り
、
御

蔭

に
よ
り
て
家

を
た
て
、
代
代
妻
子
を
は
く
く
み
、
家

の
子
を
扶

持
し
來
り

た
る
に
、
俄
に
そ
の
祿

を
過
分
減

せ
ら

れ

て
は
、
一
同

に
甚
難
儀

の
至
り
、
殊

に
近
年
世
上
困
窮

の
時
節
、御
家
中

は
別

し
て
切

つ
め
た
る
祿

に
て
、餘
分
く

つ
ろ
き
も
あ
り
に
く
き
う

へ
な
れ
は
、
い
よ

い
よ
難
儀

の
人
人
多
か
ら
ん
こ
と
、
ま

こ
と
に

い
と
を
し
き
御
事
な
れ

は
、
な
る

へ
き
た
け
は
、
此
事

は
な
く

て
あ
ら
ま
ほ
し
き
も

の
な
れ

と
も
、
上
の
御
身
分

に
つ
き

た
る
御
物

入
と
も

を
も
、
な

る

へ
き
た
け
省
略
減
少

せ
ら
れ
、
は
し
は
し
く

ま
く
ま
言

て
、御

手
を

つ
め
ら
れ

て
、
こ
の
う

へ
や
む

こ
と

を
得
ぬ
と
き

は
、
此
法
よ
り
外

に
、
作
略
は
有

ま
し
き

こ
と
也
。
故

に
近
年
、
此
法
を
行

は
る
る
方
方
、諸
國

に
多
き

也
。
こ
れ
全
く
や
む
こ
と
を
得

さ
る
故

の
事

な
れ
は
、も

し
此
事
あ
り
と
て
も
、
必

必
、
御

は
か
ら

ひ
を
恨

み
奉

る

へ
き

に
あ
ら
す
、
も
し
亂
世
に
も
生
れ
あ

ひ
た
ら
ん
に
は
、
獪

い
か
な
る
艱
難
辛
苦
も
あ

る

へ
き

に
、
あ
り
か
た
く

も
靜
謐

の
御
.代

に
生
れ

て
、
身
命
を
全
く
し
、
飢
す
寒

か
ら
す
、
安
穩
に
世
を
渡

る
君
恩

を
思

ひ
奉
る

の
み
そ
と
思

ひ
と
り

て
、
し
は
ら
く

の
難
義
を
は
、
し
の
き
玉
ふ

へ
き
也

。
さ
て
も

し
、
何
國
に
も
せ
よ
、
此
法
を
行
は
れ
ん
に
付

て
は
、
お

の
お
の
祿

の
大
小
に
よ
り
て
、
減
少

の
差
別
あ
る

へ
き
事
勿
論
な
れ
と
も

、下
下

に
至

て
、
微
祿

の
人
人

は
、

殊

に
く

つ
ろ
き

な
け
れ

は
、
迷
惑
甚

し
か
る

へ
し
。
此
所

、
か

へ
す

か

へ
す
も
御
か

へ
り
み
あ

る

へ
き
也
。
さ
て
又
、
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此
年
限

の
内

に
、是
非
と
も
御
勝

手
の
立
な
ほ
る

へ
き

や
う

の
算
用

の
つ
も

り
、
其

し
ま
り
方
、
且
又
年
限
絡

り
て

後

の
し
ま
り
方
な
と
、
か
ね

て
よ
く
よ
く

つ
も
り
あ
る

へ
き

こ
と
也

。
も
し
此

つ
も
り

の
し
ま
り
あ
し
く
て
は
、年

限

の
丙
、御
收
納

の
過
分

に
多
き

か
く

せ
に
成

て
、
年
限
絡

り
た
る
と
き
、
又
俄

に
大

に
御
手

つ
か

へ
有

て
、數
年
御

家
申

一
同

の
辛
抱

も
い
た

つ
な
事
に
な
り
、
却

て
御
聡

手

の
逼

迫

い
や
ま
さ
る

こ
ど
有

へ
し
。
そ

の
と
き
又
、年
限

を
延
ら
れ
ん
は
、
い
よ
い
よ
氣

の
毒
也
。
と
か
く
物
ぼ
、
く
せ

つ
き

や
す
き
な
ら
ひ
な
れ
は
、
此
年
限

の
間
、御
收
納

多
き
か
く
せ
に
な
ら

ぬ
樣

の
作
略
、
返
す
返
す
も
肝
翼
た
る

へ
き

に
や
。

上
と
下
と

の
間
甚
遠
く

し
て
、
下

の
情
態

の
上

へ
と
鷹
り
か
た
く

し
れ
か
た
き
事
は
、古

へ
よ
り
誰
も
よ
く
し
れ
る

こ
と
な
る
か
、
近
代

は
別

し
て
、
大
名

の
御
身
分
、
殊

の
外

に
重
重

し
き
故

に
、
獪
更
此
弊

は
甚
し
き
也
。
た
と
ひ
此

御
心

つ
き

て
、
下
の
樣

子
を

し
ら
ん
と
思
召

て
も
、
委
し
く
知

り
玉

ふ

へ
き
て
た
て
な
し
。
御
前

へ
出

る
人
人
と
て

も
、
た
た
恐
れ
愼
し
む
の
み

に
て
、
申
申

こ
ま
こ
ま
と

し
た
る
こ
と
を
、
御
咄
し
申
上
る
や
う

の
事

は
な
り
か
た
く
、

一
通
り
申
上
る
事
も

、
た
た
あ
た
り
さ
は
り
を
思

ひ
、
御
き
け

ん
を
あ

や
ふ
む
故
に
、
た
た
不
調
法
を
申
さ
ぬ
や
う

に
、
難

の
な
き

や
う
に
の
み
申
上
て
、
下
の
事

は
、
た
た
宜
し
き

や
う
に
、
諸
民
あ
り
か
た
か
る
樣

子
に
の
み
申
上
て
、

す

こ
し
に
て
も
わ
ろ
き
事

を
申
上
る
者

と
て
は
、
あ
る

こ
と
な
し
。

是

は
共
人

の
申
上
さ
る
か
あ
し
き

に
は
あ
ら

す

、
た
た
上

の
お
も
お
も
し
く

て
、
申
上
か
た
き

や
う

の
な
ら
は
し
な
る
か
あ
し
き
也
。
同
輩

と
ち

の
中
に
て
す
ら
、
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そ

の
人
の
わ
ろ
き
事
な
と
は
、少

し
に
て
も
云
に
く
き
物
な
れ
は
、
ま
し
て
主
君

に
封
し
奉

り
て
は
、
其

は
つ
の
事

也
。
家
老

た
る
入
を
は
し
め
と
し
て
、
右

の
如

く
な
れ

は
、
ま
し
て
下
下
の
人

は
、
い
か
ほ
と
目

に
あ

ま
る
事

の
下

に
あ

り
て
も
、
直

に
申
上
る
な
と
い
ふ
こ
と
は
、
叶
は
ぬ
こ
と
也
。
階
級

を
經

て
段
段

に
申
上
る
事
は
、
共
中
途
に

て
家
第

に
遑

ひ
ゆ
く
も

の
な
れ

は
、
下
下

の
有

さ
ま
、
と
か
く
あ
り

の
ま
ま
に
は
、
上

へ
は
と
ほ
り
か
た
し
。
學
問

を
し
玉

へ
は
、
書
物

の
う

へ
に
て
大
抵
下
下

の
役

人
の
事
、
民
間

の
事
も
、
お
ほ
た
た
い
の
所
は
し
る
る
こ
と
な
れ
、

當
時

の
こ
ま
か
な
る
趣
は
、中
中
書
物

の
う

へ
な
と
に
て
し
る
る

こ
と
に
あ
ら
す
。
下
下
に
は
、
上

の
御
存

七
よ
り

も
な
き
事
共

の
、
さ
ま
さ
ま
あ
る
也
。
さ
れ
は
、
た
た
書
物

の
う

へ
の

一
通

り
の
趣
を
以

て
は
か
ら
ひ
て
は
、
思
召

す
旨

と
は
遶

ふ
こ
と
多
か
る

へ
し
。
た
と

へ
は
上
に
は
、深
く
下
を

い
た
は
り
玉

ふ
御
心

に
て
、
い
さ
さ
か
に
て
も

民
の
い
た
み
と
な
ら
ぬ
や
う
に
と
お

ほ
し
め
し
て
も
、
其
通
り

に
下

へ
は
と
ほ
り
か
た
し
。

他
國

の
樣

子
を
う
け

た
ま
は
る
に
、
下
下

の
取
は
か
ら

ひ
は
、
上

の
思
召
と
は
大

に
相
違
す
る
こ
と
の
あ

る
樣
子
な
り
と
か
や
。
そ
の

下

の
く
は
し
き
樣
子
は
、
上
に
は
御
存
知

の
な
け
れ
は
、
た
た
仰
出
さ
れ
た
る
通

り
に
、
ゆ
く
事
と
お
ほ
し
め
す
な

る

へ
し
。
叉
下

よ
り
願
ふ
筋

な
と
も
、
と
か
く
に
中
途

に
て
滯
り
て
、
上

へ
は
と
ほ
り
か
た
き
事
か
ち
也
。
こ
れ
ら

皆

、
上

の
あ

ま
り

お
も
お
も
し
く

し
て
遠
き
故

の
失
也

。
小
身

の
御
大
名
な
と
は
、
さ
ほ

と
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
も
あ

る

へ
け
れ

と
、
御
大
家
ほ
と
此
失

は
多
き
也
。



　
　
大
小

の
事
、
何
に
よ
ら
す
よ
き
料
簡

あ
ら

は
、
た
と
ひ

輜
き

人
な
り
と
も
、
少
し
烝
憚

る
こ
と
な
く
、
申
出
る
や
う

に
、

　
　
有
た
き
も

の
也

。
然
れ
と
も
、惣
體

た
た
上

の
事
を
お
も

お
も
し

く
す
る
な

ら
ひ
に
て
、
中
中
輕
き
人
な
と
は
、
御

　
O

　
　
政
務
筋
の
こ
と
な
と
は
申
出

か
た
き

や
う

の
な
ら
ひ

に
て
、萬

一
身
分

に
過

た
る
こ
と
な

と
を
申
出

れ
は
、
上
を
輕

　
　
ん

し
し

ひ
る
な
と
い
ひ
た
て
て
、却

て
咎

め
ら
れ
、
成
ぽ

又

よ
き
料
簡
あ
り
て
申
出

る
こ
と
あ
り
て
も

、
傍
よ
り
と
・

　
　
や
か
く
妨
け
て
、其
申
分
立
か
た
く
、
又
何
事

に
て
激
二

料
簡
あ

る
事
は
、
か
な
ら
す
す

こ
し
は
さ
は
る
所
も
あ
る

　
　
も

の
な
れ
は
、
そ
の
さ
は
る
所

よ
り
、
こ
れ
を
妨
け
な
と
す

る
ほ

と
に
、
申
出

た
き
.事
有

て
も
、
憚
り
て
得
申
出
さ
る

椡　
　
也

。
況
や
君

へ
諌
言
か
ま
し
き
事

な
と
は
、
決
し

て
中
上
ら
れ

ぬ
こ
と
に
な
れ
り
。
諌
言
は
さ

て
お
き

、主
君

の

一

ほ　
　
度
仰
出
さ

れ
た
る
事

は
、
詞
を
か

へ
し
て
、
否
そ
れ
ほ
と
も
申

さ
れ
ぬ

こ
と
に
な
れ

る
は
、
あ
ま
り
に
お
も
お
も
し

れ下
　
き
な
ら
は
し
に
て
、
甚
し
き
政
道

の
妨
也
。
隨
分
に
威

を
嚴
重

に
し

て
、
下
の
恐

る
る
や
う
に
す

へ
き

は
勿
論

の
事

　
　
な
れ
と
も

、
そ
れ
も
事

に
よ
り
、
程
の
あ

る

へ
き

こ
と
也
。
と
か
く
御
政
務

に
つ
き

て
は
、
御
前

へ
出

た
る
人
、
あ
ま

　
　
り

に
憚
り
恐
れ
す
何
事

も
う
ち
く

つ
ろ
き

て
は
料
簡

を
申

上
る
や
う
に
し
、輕
き
役
人
を
も
近
く
召
れ

て
、心

や
す

　
　
く
何
事

を
も
申
上

る
や
う
に
、あ

ら
ま
ほ
し
き
も

の
也

。

　
　
惣
.體
新
法
の
事

を
立

て
行
ふ
に
、
思
ひ
か
け
す
間
遶
あ
や
ま
ち
な

と
あ
れ
は
、
最
初

に
其
事
を
申
出

し
て
、
始

め
た
.

87
　

る
者

の
越

度
と
し
て
、
こ
れ
を
咎

む
る
こ
と
な
れ
と
も
、
最
初
よ
め

惡
し
か
れ
と
て
始

め
た
る

こ
と
に
あ
ら
す
、
思
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ひ
か
け
さ
る
ボあ
や
ま
ち
は
是
非
な
け
れ
は
、其
者
を
と
か
む

へ
き
事

に
は
あ
ら
す
、惣

し
て
か
や
う

の
取
は
か
ら
ひ

も
、
あ
ま
り
上

の
事

を
お
も
お
も
し
く
す
る
か
ら
、
あ
た
ら
ぬ
事
も
あ

る
也

。
さ

て
武
士

の
風
儀

と
し

て
、
上

へ
…封
,

し
て
申
譯
な
き
事
な
と
あ

る
と
き
、
切
腹
す

る
は
、
ま

こ
と
に

い
さ
き
よ
く

は
あ
れ
共
、
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
な
ら
は
し

な
り
。
實

に
死
な
て
か
な
は

ぬ
事
は
格

別
な
れ

と
も
、
其
餘
さ
し
て
の
惠
事

に
も
あ
ら
す
、
た
た
い
さ
さ
か

の

一
時

の
あ

や
ま
ち
に
よ
り

て
、
大
切
な
る

一
命
を
う
し
な

ひ
、
父
母
妻

子
の
歎
き
も
殊

に
深
か
る

へ
き

を
お
も

へ
は
、
甚

い
と
を
し
き
事
也
。
願

は
く
は
、
此
な
ら
ひ
を
は
停

め
ま
ほ
し
き

事
な
れ

は
、

御
先
代
に
天
下

一
同

に
追
腹
殉
死

を
禁

せ
ら
れ
た
る
如

く
、此
切
腹

の
事
も
、
上
よ
り
仰
付

ら
る
る

の
外

は
、
私

に
切
腹
す
る
事
を
は
、堅
く
禁
止
せ
ら

る

へ
き
也
。
誰

と
て
も

一
時

の
あ
や
ま
ち
、思

ひ
は
か
ら

ぬ
不
調
法
は
あ
る
ま
し
き

に
あ
ら
さ
れ
は
、
さ
の
み
深
く

咎
む

へ
き
に
も
あ
ら
す
、
い
さ
さ
か

の
事
に
て

一
命
を
す

つ
る
に
は
及
ふ
ま
し
き

こ
と
也
。
す

へ
て
、
少

し
の
事

に

て
も
品

に
よ
り
て
切
腹
す

る
な
ら

ひ
は
、も

と
戰
國

の
風
也
。
さ
て
又
、
上

の
こ
と
を
あ
ま
り
お
も

お
も
し
く
取
扱

ふ
な
ら
ひ
な
る
故
、
す
こ
し
の
不
調
法
を
し
て
も
、
身

の
た
た
ぬ
や
う
に
思

ふ
か
ら
也
。
惣

し
て
何
事

に
よ
ら
す
、

主
君

へ
野
し

て
、
た
た
い
さ
さ
か
の
不
調
法
あ
り
て
も
、
重
く
と
か
む
る
な
ら
ひ
な
れ
共
、
其
す
ち
に
よ

り
て
、
大
か

た
心
よ
り
外
に
あ
や
ま
り
て
せ
る
事
は
、大
抵

の
事

は
、
宥
免
せ
ら
る

へ
き
也
。
か
や
う

の
事
を
、
至

て
巖

密
に
す

る
も
、
一
つ
の
法
に
て
は
あ
れ

と
も
、
今
の
世
の
な
ら

ひ
を
見
れ
は
、あ

ま
り
嚴

に
過

た
る

こ
と
も

多
き
也
。
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一
國

の
政
道

は
、萬
事
家
老
た
る
入
人
心
を

一
致

に
し
て
、其
元

を
よ
く
し
め
く
く
り
、其
趣
を
以

て
、
次
弐
下
下
の

諸
役

人
ま
て
、
一
國

の
諸
事

の
は
か
ら
ひ
、
み
な

一
致

す
る
や
う

に
、
有

へ
き
事
也
。
然

る
に
近
來
他
國

の
樣

子
を

う
け
玉
は
る
に
、御
大
家
な
と
は
ま

つ
、
家
老

た
る
人
人
は
、
さ
の
み
國
内

の
政
事
に
こ
ま
か
に
は
か

か
は
ら
れ
す

し

て
、家

な
る
役
人

、そ

の
元
を
し
め
く
く
り

て
取
は
か
ら
は
る
る
と
か
や
。

こ
れ
宜
し
か
ら
ぬ
事
也
。
何
事
に
よ

ら
す
、元

の
し
め
く
く
り
、
政
務

の
出

る
所
は
、
家
老
た
る
人
た
る

へ
し
。
惣
し
て
重
き
所
よ

り
出
た

る
事
は
、
傍
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

り
も
妨

け
か
た
く
、
下
下

の
交

る
心
持
も
格
別

に
て
、
諸
事

し

ま

り

宜

し

き
も

の
也
。
次
な

る
人

に
て
は
、
憚
る

と
こ
ろ
有

て
、諸
事

の
は
か
ち

ひ
十
分
に
伸

か
た
く
、
叉
下

の
更

る
心
持
も
違

ひ
て
、取

し
ま
り

か
た
く
、
一
致

し
か

た
き
も

の
也
。
も
し

一
國

の
政
事

一
致

せ
す
し

て
、
た
と

へ
は

こ
こ
の
役
所

の
趣
と
、
か
し
こ
の
役
所

の
趣
と
は
相

逹
し

て
、
同
し

一
國
内

の
政
と
も
見
え
す
、
本

の
出
る
所
異

る
か
如
く

に
て
は
、
政
事
と
り
し
ま
り
か

た
し
。

こ
れ

そ

の
本

の
く
く
り

の
所

の
、
し
ま
り
わ
ろ
き

か
ゆ
ゑ

也
。
叉
そ
れ
ぞ
れ
う
け
と
り
た
る
役
義

を
は
、
自
分

の
身

の
上

の
事
に
し
て
、
隨
分
身
を
入
れ
て
働
く

へ
き
事
な
る
に
、
左
樣

の
人
は
少

な
く

て
、
た
た
不
調
法
さ

へ
な
け

れ

は
、

よ
し
と
し
、
又
我
役

の
内
不
調
法
な
く
て
さ

へ
す
め
は
、
跡
は
い
か
や
う

に
な
り

て
も
か
ま
は
す

し
て
、
身
分
の
た

亀
め

の
用

心
を
の
み
第

一
に
し
て
、役
義

の
た
め
の
事
は
思
は
す
、
叉

さ
ま
さ
ま
心
あ
る
人
の
役

の
内

に
、
あ
し
き
事

を
直
し
、
よ
き
事

を
始

め
お
き
な
と
し
て
も
、
其
人
役
替
有

て
の
け

は
、其
跡
役

の
人
は
身

に
入
て
世
話
も
せ
ぬ
故
、

O
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た
ち
ま
ち
き

え
う
せ
て
、
よ
き
事
を
始
め
お
き

た
る
か
釜
な
く
、
叉
本

の
く
く
り
所

に
し
ま
り
な
け
れ
は
、
下
は
心

心
別
別
の
や
う

に
な
り

て
、
た
と

へ
は
先
役

人
の
時
に
堅

く
約
束
し
た
る
事
も
、其

人
か
は
れ
は
跡
役

の
人
は
そ
れ

を
用

ひ
す
、
そ

の
約
束

の
事

も
、
云
か
た
き
や
う
に
な
る
、
こ
れ
ら
大

に
あ
る
ま
し
き
事
也
。
何
國

に
て
も
、
役
人
は

下
下

の
た
め
に
は
、
殿
樣
も
同
前

な
れ
は
、
た
と
ひ
其
人
は

い
く

た
り
替

る
と
竜
前

に

一
度
約
し

お
か
れ
た
る
事

は
、

決

し
て
變
す
ま
し
き
は

つ
也
。
す

へ
て
か
や
う

の
事
.
と
り
し
ま
り
な
く
約
束
な
と
た
や
す
く
變
し

て
は
、
お
の
つ

か
ら
上
を
輕

し
む
る
は
し
と
な
り
て
、命
令
な

と
も
、
お

こ
な

は
れ

か
た
く
な
る

こ
と
な
り
。

世
に
目
附

と
い
ふ
役
あ
れ
と
も

、獪
又

、
諸
役
人

い
つ
れ
も

互
に
日
附
役
を
す
る
か
、
よ
き
也

。
そ
れ
は

い
か
に
と

云
に
、
ま
つ
今
は
自
分
の
受
取

ま

へ
の
役
目
を
さ

へ
勤

む
れ

は
、
他

の
役
義

の
事

は
か
か
は
ら

ぬ
こ
と
と
し
て
、
た

と

ひ
傍
に
目
に
あ
ま

る
ほ
と

の
わ

ろ
き
事
、
或
は
不
調
法
な
る
は
か
ら

ひ
を
す
る
事

あ
り

て
、
上

の
御
た
め
に
も
下

の
た
め
に
も
、
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
事

と
は
見
う
け
な
か
ら
も
、
我
役
義

に
あ

つ
か
ら
ぬ
事

は
、
た
た
そ

の
ま
ま
見

て
居

る
は
か
り
也

。
こ
れ
甚
不
忠
な
る
事
な
れ
共
、
左
樣

な
る
な
ら

ひ
な
れ
は
、
心
あ
る
人
も

せ
ん
か
た
な
し
。
然
る
を
、

た
と
ひ
己
か

か
か
は
ら
ぬ
他

の
役
義

の
う

へ
の
事
に
も

せ
よ
、
宜
し
か
ら
す
と
思

ふ
事
あ

ら
は
、
互
に
心
を
そ

へ
て

相
助
け
、
又
事

に
よ
り
て
は
、早
速

に
申
出
る
や
う
に
あ
ら
は
、
こ
れ
諸
人
み
な
、
た
か
ひ
に
目
附

役

と

な

る

こ

と

也
。
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惣
し

て
、物

を
得

る
こ
と
を
願

ふ
は
、、
千
入
萬
人
ま
ぬ
か
れ

か
た
き
人
情

の

つ
ね

に
て
、
本
よ
り
然
る

へ
き
理
也
。

そ
れ
に
付

て
は
、
物
を
人

の
く

る
る
を
悦
ふ
も
、
又
人
情
な
る
故
に
、物

を
人

に
贈
り

て
、
志
の
ほ
と
を
あ
ら
は
す
も
、

本
よ
り
然

あ
る

へ
き
道

理
、古
今

い
つ
れ

の
國
と
て
込
、
皆
同
し
事
也
。
さ
れ

は
萬

の
事
に
そ
の
相

手
の
人
を
悦

は

せ

て
、其
事

を
成
就
せ
ん
と
は
か
る
に
、
賄
賂

と
い
ふ
物
を

つ
か

ふ
事

の
あ
る
も
、
お

の
つ
か
ら
然
る

へ
き

い
き
ほ

ひ
也
。
さ
て
物
を
得
る
を
悦

ふ
は
、本
よ
り
入
情
な
れ
は
、
そ
の
賄
を
受
る
も

、
さ

の
み
咎
と
も

い
ひ
か
た
し
。
殊

更
此
事
、世
中

の
な

へ
て
の
な
ら
ひ
と
成

ぬ
る
事
な
れ
は
、其

人
を
深
く

と
か
む

へ
き
事

に
も
あ
ら
す
。
然
れ
共
、

此
賄

の
筋

は
、甚
國
政

の
害
と
な
る
事
故

に
、
古
よ
の
深
く

こ
れ
を

い
ま
し
む

る
事
な
れ

と
も
、
と
に
か
く

に
止
か

た
き
も
の
に
し
て
、
家
第

に
増
長
し
、
近
來
は
殊
に
甚

し
き
事
共
あ
り
。
そ
れ
も

主
君

た
る
人
正
し
け
れ

は
、
さ
す

か

に
身
分
重
き
役
人
は
、
お

の
つ
か
ら
た
し
な
む
事
も
あ
れ
と
も
、
下
下

の
役

入
は
、
上

へ
は
し
れ
ぬ
事
を
よ
く

の

み

こ
み
居
る
う

へ
に
、
た

と
ひ
萬

一
し
れ

て
も
、
身
分
か
ろ
け
れ

は
高
を
く
く
り
て
憚

る
所
な
く
、
何
事
に
も

こ
れ

を
む
さ
ほ
る
也

。
又
主
君
く
る
み
に
昧
き

は
、
上
中
下
、
お
し
な

へ
て
い
よ

い
よ
甚

し
き
事
あ
り
。
其

中
に
、
た
と

ひ
た
ま
た
ま
廉
直

な
る
人
有

て
も
、
其
身
分

の
役
義
は
か
り
こ
そ
廉
直
な
れ
。
外
外

の
防
き

に
は
な
ら
す
。
又

、目

附
横

目
を

つ
け
て
も
、
多
く
は
其
人
く
る
み
に
、
此
道

に
お
ち

い
る
故

に
、
釜
あ
る
こ
と
な
し
。
惣
,體
近
世
は
、何
事

に
よ
ら
す
此
賄

の
行
は
れ

さ
る
事
ば

な
く
し
て
、
公

事
訴
訟

に
横

し
ま
な
る
さ
は
き
を
な
し
、刑
罰

に
あ
た
ら
さ
る
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事
多
き
な
と
は
、申

に
及
は
す
、
其
外
諸

の
作
事
、普

請
な
と
に
付

て
も
、
此
す
ち
も

つ
は
ら
行
は

る
る
こ
と
也

。
そ

れ
も
少
少

つ
つ
の
事
は

、さ

て
も
有

へ
き

な
れ
共
、
甚
し
き
事

の
み

多
く
し

て
、
す

へ
て
賄

を
多
く

つ
か

へ
は
、
其
仕

方
わ
ろ
く
て
も

、よ

し
と
し

て
是

を
す

ま
し
、
賄
す
く
な
け
れ

は
、
よ
く

て
も
わ
う
し
と
い
ひ
て
濟

さ
す
。
そ
れ
ゆ
ゑ

に
下
な
る
者
も

そ
こ
を
計
り

て
、
爲

へ
き
事

を
は
多
く
手
ぬ
き

を
し
て
、
賄
を

つ
か
ひ
て
、其
事

の
す
む
や
う
に
し
、

叉
法
度

に
そ
む
き

た
る
事

を
す
る
者
も

、賄

を
つ
か

へ
は
、
見
ぬ
ふ
り
を
し

て
是
を
咎

め
さ
る
故

に
、
賄
を
行
ふ
て

惡
事
を
な
す
者
も
世

に
多
し
。
獪
此
外
も
、
此
す
ち
に
付

て
は
種
種

さ
ま
さ
ま

の
正
し
か
ら
さ
る
事
多
く
し

て
、
こ

と
こ
と
く
は
擧
る
に
い
と
ま
あ
ら
す
。
餘

は
お
し
は
り

て
知
る

へ
き
也
。
す

へ
て
世
申

に
此
筋
盛

ん
な
る
ゆ
ゑ
に
、

お
の
つ
か
ら
國
政
正
し
く

は
行
は
れ
か
た
く

、又

上
に
損
失
あ
る
事

お
ひ
た
た
し
く
、
下
に
も
損
害
甚
多
し
。
た
と

へ
は
金
千
兩
入

へ
き

と
こ
ろ
を
も
、役

人

へ
三
百
兩
賄
す
れ
は
、
五
百
兩

に
て
す
む
ゆ
ゑ
に
、
下

に
竜

二
百
兩

の
得

あ
れ

と
も
、
上

に
は
五
百
兩

た
け

の
所

の
損
あ
り
。
或
は
五
百
爾

に
て
す
む

へ
き
事
も
、
賄

を
せ
さ
れ

は
七
百
兩
も

入
百
兩
も
入
り

て
、
其
二
百
兩

、
三
百
兩
は
脇
道

へ
ぬ
け
行
や
う
の
事

も
有

て
、
上

に
も
利

な
く
、
下

に
は
大
損
あ
り

て
、あ

ま
つ
さ

へ
上
を
恨

み
奉

る
こ
と
甚

し
。
さ
れ
は
國
政

の
大
害
、
下
民

の
大
害
、
此
賄
に
過

た
る
は
な
し
。
し

か
れ
共
、
上
と
下
と
は
甚
遠
け
れ
は
、
そ

の
吟

味
も
と
か
く
に
行

と
と
き

か
ぬ
る
事
な
れ
は
、
こ
れ

を
止
る
法
は
、
ま

つ
賄

を
取
者
を
禁
む

る
の
み
な
ら
す
、
こ
れ

を
つ
か
ふ
者
を
、き

ひ
し
く
い
ま
し
め

て
、
何
事

に
よ
ら
す
、
い
さ
さ
か
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に
て
も
賄

を
つ
か
ふ
者
相

し
る
る
に
於

て
は
、急
度
曲
事
に
申
付

へ
し
と
の
旨
を
、
つ
ね

つ
ね
ふ
れ

お
か
れ

て
、
も

し
犯
す
者
あ
ら
ん
に
は
、
一
入

ご
人
き
ひ
し
く
咎

め
ら
れ
な

と
せ
は
、
つ
か
ふ
者
は
勿
論

に
て
、
と
る
人
も
お

の
つ

か
ら
き
み
わ
う
か
る

へ
し
。
上

の
制
禁
な
ら
ん
に
は
、
こ
れ
を

つ
か
は
ぬ
を
怒

る
こ
と
も

得
せ
し
。

そ
も
そ
も
賄

は
つ
か
ふ
者

に
は
と
か
な
く

し
て
、
罪
は
取
者

に
あ

る
事
な
れ
共
、取
者
を

の
み
制
し

て
は
、
止
か
た
け
れ
は
、
つ
か

ふ
者

を
い
ま
し
む
る
も

、
一
つ
の
權
道
な
る

へ
き

に
や
。

公
事
訴
訟
願

ひ
事
、御
咎

め
筋
な

と
の
類
、
早
く
濟

L
て
も
よ
き
こ
と
は
、隨

分
な

る

へ
き
た
け
早

く
、
濟
す

べ
き
也
。

な
ほ
さ
り

に
し
て
、
一
日
も
す

て
お
く

へ
き
に
あ

ら
づ
。
下

に
て
は
、
惣

し
て
上

へ
か
か
り
た
る
す
ち

の
事
は
、
い

さ
さ
か
の
事

に
て
も
、
相
濟

ま
て
は
甚
心
勞
す
る
事

に
て
、
殊
に
貧
し
き
者
な
と
は
、
家
業

に
も
障
り
、甚
迷
惑
す
る

事
な
る
に
、
上
に
か
ま

ふ
事

な
け
れ

は
と
て
、
な
ほ
さ
り

に
す

て
置

て
長
引

す
る
は
、
い
と
心
な
き
事
也

。
叉
訴
訟

に
か
き

ら
す
、
萬

の
事
に
、權

門
か
か
り

の
す
ち
は
、取

さ
は
く
役
入

の
甚

迷
惑
な

る
も

の
に
て
、
こ
れ
大
な

る
國
政

の
妨

と
な
る
事
あ
り
。
さ
れ
は
何
事

に
よ
ら
す
、權

門
の
威
を
以

て
押

す
事

は
、叉
下
下
ま
て
主
人
の
權
威
を

ふ
る

ひ
て
、無
理
非
道

の
ふ
る
ま
ひ
を
す

ま
し
き
旨
、常

に
き

ひ
し
く
制
せ
ら

る

へ
く
、
又
諸
役
人
、
い
さ
さ
か
も
權
門
を

憚
り
て
不
正
の
判
斷
な
と
を
な
す

ま
し
き
旨
を
も
、
命
せ
ら

る

へ
き
也
。
此
事

は
、古
よ
り
異
國
に
も
本
朝

に
も

つ

ね
に
あ

る
な
ら

ひ
に
て
、誰
も

よ
く
合
點
は
し
た
る
こ
と
な
れ
と
も

、
と
か
く
止
か
た
き
も

の
也
。
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刑
は
隨
分
ゆ
る
く
輕
き

か
よ
き
也
。
但
し
、
生
て
お
き

て
は
た
え
す
世
に
害

を
な
す

へ
き
者
な
と
は
、
こ
ろ
す
も
よ

き
也

。
さ

て

一
入
に
て
も

人
を
こ
ろ
す
は
、
甚
重
き
事

に
て
、
大
抵

の
事
な
れ

は
死
刑

に
は
行
は
れ
ぬ
定
ま
り
な

る

は
、
ま
こ
と
に
有
か
た
き
御
事
也
。
然

る
に
近
來
は
决

し
て
、
こ
ろ
す
ま
し
き
者

を
も

、
其
事

の
吟
味
の
む

つ
か
し

き
筋

な
と
あ
れ
は
、
毒
藥

な
と
を
用

ひ
て
病
死
と
し
て
、
そ
の
吟
味
を
す
ま
す
事
な

と
も
、
世
に
は
有

と
か
う
け
玉

は
る
、
い
と
も

い
と
も
有

ま
し
き

こ
と
也
。
叉
盜

賊
、火

つ
け
な

と
を
吟
味
す
る
時
、覺

え
な
き
物
も
、拷
問

せ
ら
れ

て
苦
痛

の
甚

し
き
に
得
た

へ
す
し

て
、
僞
て
我

也
と
白
歌
す

る
事
あ
る
を
、
白
歌

た

に
す
れ
は
、
賃
僞
を
は
さ
の
み

た
た
さ
す
、
其
者
を
犯

人
と
し
て
其
刑

に
行
ふ
や
う

の
類
も
、
あ

る
と
か
。
是

又
、
甚

あ
る
ま
し
き
事
也
。
刑

法
の

定
ま
り
は
宜
し
く
て
も

、其
法

を
守
る
と
し
て
、却

て
輕
輕

し
く
人
を

こ
ろ
す
事

あ
り
。
よ
く
よ
く

つ
つ
し
む

へ
し
.

た
と
ひ
、少
少
法
に
は
は

つ
る
る
こ
と
あ
り
と
も
、
と
か
く
情
實
を
よ
く
勘

へ
て
、
輕
む

る
方
は
難

な
か
る

へ
し
。

さ
て
叉

。異
國

に
て
は
,怒
り

に
ま
か
せ
て
は
み
た
り

に
死
刑

に
行

ひ
、
貴
人
と
い

へ
と
も

、會
釋
も
な
く
嚴

刑
に
お

こ
な

ふ
な
ら

ひ
な
る
に
、
本
朝

に
て
は
重
き
人
は
、
そ
れ

た
け

に
刑
を
も

ゆ
る
く
當
ら

る
る
は
、
こ
れ
又
、あ

り
か
た

き
御
事

也
。

何
事

に
て
も
、
先
規

よ
り
の
法
を
守
る
と
い
ふ
は
、
天
下

一
同

の
事
に
て
、
ま
こ
と
に
宜
し
き

こ
と
也
。
然
れ
と
も
、

近
來
は

こ
れ
を
守
る
と
い
ふ
は
、
た
た
名

は
か
り

に
て
、
實
は
大
に
く

つ
れ

て
、
其
法

の
本
意
に
も
背
け

る
事

の
み
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多
し
。
又
法

は
法
と
立
お
き

て
、其
法
を
よ
け

て
、
さ
は
ら

ぬ
や
う
に
悪
事

を
な
す
者
、
甚
多
き

を
、
た
た
法

た
に
立

は
、
い
か
ほ
と
惡
事
を
な
す
者
有

て
も
、
と
か
め
さ
る
事
あ
り
。
た
と

へ
は
關
所
を

こ
ゆ
れ
は
、
か
な
は
さ
る
者
螂
、

ぬ
け
道

を
し

て
通
れ
は
、
と
か
む

る
事
な
く
、
其
關

を
さ

へ
越
さ
れ
は
、
見
の
か
す
や
う

の
こ
と
あ

り
。
萬

の
事

に

此
類

お
ほ
し
。
但
し
昔
定
ま
り
た
る
法
も
、
年
代
久

し
く

う
つ
り
、
世

の
も
や
う
の
か
は
れ
る
に

つ
き

て
は
、
今
は

其
法
の
如
く
な
ら

て
も
害

な
き

事
、.
ま
た
其
法

の
守
り

か
た
き
事
な
と
も

、
あ

る
を
は
、
大
目

に
見
ゆ
る
し
な
か
ら

も
、
ひ
た
す
ら
先
代

の
法
を
廢

せ
ん
事
を

ぼ
憚
り
て
、
其

法
を

は
や
は
り
法
と
立
お
き

て
、
背
か
さ
る
や
う
に
す

る

は
、
お
の
つ
か
ら
本
朝

の
あ
つ
き
古
意

に
か
な
ひ
て
宜
し
き
事
な
れ
は
、
其
事

の
筋

に
も
よ
る

へ
き
も

の
也

。

近
來
は
上
よ
り
命
令
あ
る
事

を
も
、
下

に
は
ゆ
る
か
せ
に
心
え
て
、
こ
れ
を
守
ら
さ
る
事
多
く
、
又
し
は
ら
く

は
守

る
事
も
あ
れ

と
も
、
ほ
と
な
く
く

つ
る
る
、
こ
れ
、甚
あ

る
ま
し
き
事
也
。

一
度
仰
付
ら
れ
た
る
事
は
、
長
く
堅
く

こ

れ
を
守

る
や
う

に
あ
ら
さ
れ

は
、
政
道
立
か
た
し
。
然
る

に
か
や
う

に
制
令

、
法
度

の
立
か
た
き

は
、
い
か
な

る
故

そ
と
い
ふ
に
、
上
よ
り
命
令
出

る
事

あ
れ
と
も
、
た
た

一
通
り

こ
れ

を
觸
渡
す
は
か
り
に
て
、
其
令
を
守
る
か
守
ら

さ
る
か
の
吟
味
も
な
く
、犯
す
者
あ
り
て
も
、咎

め
も
な
き
故

に
、
や
ふ
れ
や
す
く
、
し
ま
り

か
た
く
、
又
上
に
も
申

せ
る
如
く
急
度
約
束
有

し
事
も
、
た
ち
ま
ち
變

し
.
或
は
重
き
役
入
の
證
文
な

と
さ

へ
反
古
に
な
り

て
、
や
く
に
た

た
す
、
す

へ
て
、
か
や
う

に
下
に
對
し
て
上

の
信
な
き
事
多
き
と
き

は
、下
民
も
上

の
仰

せ
を

つ
つ
し
ま
す
、
お
の

つ
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か
ら
輕
し
む
る
心
て
き

て
、
命
令
を
も
守
ら

さ
る
や
う
に
な

る
也
。
叉
す

へ
て
、
命
令

の
趣
は
、
こ
と
こ
と
く
道
理

の
つ
み
た
る
事

に
あ
ら

さ
れ
は
、
下

の
心
か

つ
蹄
服
せ
ぬ
も

の
也

。
い
さ
さ

か
に
て
も
、
上

の
勝

手
に
ま

か
せ
て
尤

な
ら

さ
る
事
の
ま
し
る
時

は
、
う
は

へ
こ
そ
威
勢

に
お
そ
れ
て
服

せ
る
や
う
な
れ
、
内
内
に
て
は
あ
さ
わ
ら

ひ
て
、

申
申
麟
服
は
せ
す
。
か
や
う

の
事
も
、
上
を
か
ろ
し
む

る
端

と
な
る
事

な
れ
は
、
よ
く
よ
く
心
す

へ
き

こ
と
也
。
と

に
か
く

に
、
下

の
上
を
恐
れ

す
か
ろ
し
む
る
心

の
あ
る
は
、
第

一
に
宜
し
か
ら
さ
る
事
そ
か
し
。

近
來
、
諸
大
名
方
用
脚

不
足
な
と
か
多
き

に
付

て
、
御
勝
手
方
と

い
ふ
役
人
多
く
あ

る
事
也
。

こ
れ
は
、
そ
の
領
分

の
内
何
事
に
よ
ら
す
、内
外
物
入

の
す
ち
に
心
を
つ
け

て
、
隨
分
は

ふ
か
る
る
た
け

は
は
ふ
き
、
或
は
諸
事

に
算
用

工
夫

を
つ
け

て
、物

入
す
く

な
く
費
な
き
や
う

を
は
か
る

へ
き
役

に
し
て
、
そ
れ
は
當
時
隨
分
尤
な
る

こ
と
也

。
然

る
に
他
國

の
樣

子
を
う

け
た
ま
は

る
に
、
此
役

人
は
、
た
た
い
ろ
い
ろ
と
働

き
て
、
金
銀

の
工
面
を
す
る
を

つ
と
め

と
せ
り
。
さ

て
そ
れ
は
專
ら

金
銀
を
得
る
工
面
の
事
な
れ
は
、
な
ほ
な
ほ
町
人

を
相
手

と
す
る

こ
と
故

、武

士
か
た

き

の
人
に
て
は
手
行
よ
ろ
し
か
ら

さ
れ
ば
、
商
人
心

の
金
銀
や
り
く
り
に
功
者
な

る
人
を
え
ら
む
事
故
、
下
を

い

た
は
る
憐
愍

の
心
な
と
は
な
く
、
い
か
や
う
に
し
て
な
り

と
も
、
當
分
金
銀

を
多
く
得
る
を
働

き
と
し
て
、
後

日
の

大
害

を
も
か

へ
り
見
す

、君

の
御
恥
辱
を
も
思
は
す
、
ひ
た
す
ら
に
利

を
む

さ
ほ
る
商
人

の
如

し
。
然

る
に
、
上
役

の
人
人

と
て
も
、
ま

つ
さ
し
當
り

て
金
銀

の
手
ま
は
り
て
御
用

の
逹
す
る
か
、
當
分
目
前

の
功
な
る
故

に
、
こ
れ
を
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賞
ず

る
か
ら
、
い
つ
く
に
て
も
此
す
ち

の
役
人
は
、
す
ら
す

ら
と
立
身
を
す
る
事

に
て
馬
大
か
た
當
時
は
此
御
勝
手

を

は
た
ら
く

か
、
第

一
の
政
務

の
や
う

に
成
て
、
金
銀
を
多
く
得

る
ほ
敵
國
を
切
取

た
ら

ん
如
く

の
功

と
な
る
所
も

あ
り
と
か
や
、
う
け
玉
は
る
。
抑
、
か
や
う

に
當
分

の
御
間

を
合
さ
ん
た
め
は
か
り
に
内
君

の
御
威
光
を
も
損

し
、
國

政

の
妨

と
な

る
事
、
何
に
付

て
も
多
く
は
、
又
下

の
⊥
を
恨

み
奉
る

こ
と
も
甚

し
く

、
お
の
つ
か
ら
上
を
か
ろ
し
む

る
は
し
共
な

る
は
、
い
と

、い
と
な
け
か
は
し
き

こ
と
な
り
。
然
り

と
い

へ
と
も

、
ま
こ
と
に
御
勝
手
大
に
さ
し
つ
ま

り

て
、當
分

の
ま
か
な

ひ
も

出
來

か
た
き
時

に
於
て
は
、
ま
つ
金
銀
を
得
る
に
あ
ら

さ
れ

は
、
さ
し
あ

た
り
て
、い
か

に
と
も
作
略
す

へ
き
や
う

な
け
れ

は
、左
樣

の
時
は
、
此
働
き

を
重
く
賞
す
る
も

理
の
當
然
也
。
又
こ
れ

を
働
く
も

時
に
臨
み
て
の
大
功
な
れ

は
、全
く

そ
の
人
を
わ
う
し
と
い
ふ

へ
き
事
に
も

あ
ら
す

。
た
た
わ
う
き

は
、左
樣

に
御

勝
手
の
さ
し
つ
ま

る
や
う

に
な
る
か
わ

う
き
な
れ
は
、
と
か
く
そ

の
本
を
よ
く
吟
味

し
て
、諸

事
を
い
か
や
う

に
つ

め

て
な
り
と
も
、
物
入

の
少
な
き

や
う

に
し

て
、
是
非
と
も
御
收
納

に
て
何
事
も
こ
と
足
る
や
う
に
相

は
た
ら
か
ん

そ
、
肝
要
な
る

へ
き
。

い
つ
れ
の
御
大
名

に
も
、
無
盆

の
輩

に
永
永
扶
持
知
行

を
玉

ふ
事
お
ほ
し
。

昔
は

い
つ
れ
も
御
勝
手
ゆ
る
や
か
な

り
し
ゆ
ゑ
に
、
さ
し
て
も
な
き
遊
藝

の
輩
な

と
に
も
、
左
樣

に
御
扶
持
を
多
く
玉
ひ
て
、
代
代
御
扶
持
人
と
な
れ
る

者
多
け
れ
共
内
こ
れ
ら
は
無
釜

の
費

也
。
儒
者
、
醫
師

の
た
く
ひ
も
、
そ

の
時

に
す
く
れ

た
る
を
え
ら
み
て
召
抱

へ
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ら
る

へ
き

は
馬勿
論

の
事
な
れ
と
も
、
い
つ
れ
も

そ

の
子
の
代

に
な
り
て
は
、學
問
も
藝
も
大
に
お
と
る
も

の
に
て
ぎ

殊
に
身
に
祿

あ
れ
は
、
家
業
に
お
こ
た
り

て
、
多
く
は
御
用

に
も
立
か
た
く
、
祿

お
ほ
け
れ
は
身
分
お
も
お
も

し
く

成

て
、
殊
更
業

を
は
お

こ
た
る
也
。
其
外
雜
藝

の
輩

な
と
も
、
御
用
あ
ら
は
時
時
に
召
抱

へ
ら
れ

て
、
少
少

つ

つ
の

祿
を
玉
は
ん
事

は
、
御
大
名

の
御
身

上
に
て
は
、
隨
分
さ
も
有

へ
き

こ
と
な
れ
共
、
一
た
ひ
抱

へ
ら
れ
た
る
者

は
、何

の
御
用
も
な
き
に
、
永
永

い
た

つ
ら
に
多
く

の
御
扶

持
を
玉
は
り

て
過
す
者
、
江
戸
京
な

と
に
も
、
其
國
元
に
も
多

き

は
、甚

し
き
奢

の
費
也
。
す

へ
て
何

の
職
も
祿
を
世
世
に
す
る
は
本
朝

の
古
格
に
て
、厚
き
風
儀

に
て
は
あ
れ
共

、

そ

の
筋

に
も
よ
る

へ
き
事

也
。

然
れ

と
も
久
し
く
有

來
り
た
る
事

の
俄

に
改
ま
り
て
は
、
大

に
難
義

に
及

ふ
者

多

け
れ
は
、
右

の
類

と
て
も
、
御
先
代
よ
り
有
來
り
た
る
分
は
、
今

さ
ら
ゆ
ゑ
な
く
祿
を
め
し
は
な

た
る

へ
き

事

に
あ

ら
す
。
さ
れ
は
左
樣

の
事
は
、
隨
分
御
用

に
も
立
や
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家

の
道
を
出
精

し
、
相
ほ
け
み

て
、
そ

の
道

道

に
此
上

へ
新
加

の
入
な
く

て
御

聞
の
合

や
う

に
、
あ
ら
せ
ま
ほ
し
く

、
猶
叉
そ

の
藝

す
く
れ

て
、
某

殿

の
御

内
の

其
人

と
他
國
ま

て
も
名
を
あ
く
る
ほ
と
に
も
あ
ら

は
、
殊
更
忠
勤

に
て
有

へ
き

事
也
。

武

士
の
、
兵
術

軍
法
を
第

一
に
心
か
く

へ
き
事

は
、
今
さ
ら
申

す
に
及

は
さ
れ
と
も
、
今
治
亭

の
御
代
久
し
く

つ
つ

き

た
る
ヒ
と
な
れ
は
、法
も
術
も
實

用
を

こ
こ
ろ
み
知
れ
る
人
は

一
人
も
な
け
れ
は
、
た
た
家
家

に
博
は
り
た
る
通

り

を
學

ひ
な
ら

ひ
て
、其

上
は
た

た
面
面

の
工
夫

の
み
な
る
か
、
そ
の
工
夫
と
て
も
實

に
こ
れ
を
試
む
る
に
あ
ら

さ
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れ

は
、
畢
竟

み
な
塞
按

也
。
さ
れ
は
其

の
同
し
塞
按

の
中

に
も
、
た
た
道
理
の
あ
た
る
あ

た
ら
さ
る
は
か
り
を

は
考

へ
す
し
て
、
と
か
く
實
用
の
所

を
心

か
く

へ
き
也
。
さ
て
又
時
代

の
う

つ
る
に
つ
き
て
は
、
世
中

の
も

や
う
、
人

の

氣
質
な
と
も
5

つ
り
か
は
る
も

の
な
れ

は
、
昔

の
法

の
ま
ま
に
て
は
今
は
宜

し
か
ら

さ
る
事
も
あ
る

へ
け
れ
は
、
其

時
代
時
代
の
世
中

の
も
や
う
、
人
の
氣
分
な
と
を
よ
く
辨

へ
て
、
昔

の
法
を
も

こ
れ

に
引
當

て
考
ふ

へ
き
也
。
さ

て

叉
、
も
ろ
も
ろ
の
武
術
も
治
亭
の
代

に
は
實
用
す
る

こ
と
な
き
ゆ
ゑ

に
、
お
ほ
く

は
華
法

と
い
ふ
も
の
に
し
て
、
見

分

の
よ
ろ
し
き
を
よ
き

こ
と

に
し

て
巧
拙

を
定

め
、
實
用
の
巧
拙

を
は
思
は
さ
る
事
多

し
。
弓
を
學
ふ
に
も

、
た
た

的

に
あ

た
る

こ
と
を
詮

と
し
、
強
弓
を
ひ
く
事
を

の
み
よ
し
と
す
。
此

二
つ
は
、
、い
か
に
も
弓

の
肝
要
に
は
あ
れ

と

も

、實
用
は
あ
な
か
ち
こ
れ
ら

の
み
に
も
限

る

へ
か
ら
す
、
其
外

に
も
敵
を
う
け

た
る
と
き
、
ふ
せ
く

に
も
攻
る
に

も
、
こ
れ
を
用
ひ
て
利
方

お
ほ
か
ら
ん
や
う

を
考

ふ

丶
し
。
又
馬
を
乘
と
て
も
、
た
た
馬
に
は
か
り

い
か
ほ
と
よ
く

乘

て
も
、
實
用
に
は
釜
す
く
な

し
。
た
た
馬
上
に
て
の
働
き
を
心
か
く

へ
し
。
馬

に
乘
ほ
と
の
人
は
、
今

の
火
淌

な

と

の
如
く
た
た
下
知
は
か

り
を
し

て
す
む
も

の
と
鳳

ひ
て
も
、
大
に
違

ふ

へ
し
。

軍
書

を
見

て
む
か
し

の
馬
上
の

働

き
を
し

る

へ
き

也
。
す

へ
て
武
術
を
稽
古
す

る
に
は
.何
に
よ
ら
す
み
な
、
此
心
か
け
肝
要

た
る

へ
き
也
。

武
道
軍
術

の
た
め
に
は
、
と
か
く
軍
談

の
書

を
常
常
見

る
か
よ
き
也
。
そ
れ
も
源
亭
盛
袤

記
、
太
亭
記
な
と

の
類

は

お
も

し
ろ
く

は
あ
れ

と
も

、
よ
ほ
と
時
代

ふ
る
き
ゆ

ゑ
に
、
近
世
と
は
も

や
う

の
違

ひ
た
る
事

多
し
。
た
た
、
足
利
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の
代

の
末

つ
か
た

の
職

の
や
う

を
よ
く
考
ふ

へ
し
。

殊

に
織
田
豐
臣

の
御
時
代

の
軍

は
、
古
今

に
す
く
れ
て
た
く

ひ
な
く
功
者
な
る
も
の
也

。

大
か

い
武
士
は

つ
ね
つ
ね

の
時
代
に
在

て
、
か
の
戰

の
申

に
ま
し
り
居
る
心
持

に
な

り

て
、武
道
を

は
心
か
く

へ
き
事
也

。
さ

て
唐
土

の
通

俗
の
軍
書
共
は
、
見
て
釜

す
く
な
し
。
國

の
模
樣

も
大

に
か

は
り
、
時
代
竜
遠
け
れ
は
、
間

に
あ

は
ぬ
事

の
み
多
し
。

か
の
國

の
古

へ
の
名
將
共

の
大
利
を
得
た
る
計
策
な

と
、

今

の
人

に
用

ひ
て
心
や
す
く

、
欺
か

る
る
も

の
に
あ

ら
す

。

其
外
す

へ
て
唐
土
は
軍
談
議
論
な
と
は
道

理
を
つ
く

し
て
尤

に
聞
え
、
甚
功
者

な
る
や
う

に
見
ゆ
れ
共
、
實
用

に
至

て
は
さ
や
う

に
も
あ
ら
す
、
軍

の
仕
方
は
、
此
方

の

近
代

に
く
ら

ふ
れ
は
、大
き

に
つ
た
な
し
。
然

る
を
世
人

の
心
に
、
唐
土
と
い

へ
は
、
軍

の
仕
方
は
格
別

に
妙
な

る
.

へ
き
も

の
の
や
う
に
思

ひ
、
又
殊

の
外
大
國

と
心
得

、
そ
れ

に
應
し

て
軍
勢
も
甚
大
軍
な
る

へ
き

や
う

に
心
得

て
、

お
ち
恐
る
る
は
、
み
な
大
な

る
ひ
か

こ
と
也
。
ま
つ
、
か
の
國
を
ひ
た
す
ら
大
國

と
の
み
心
得
る
も
料
簡
違

ひ
あ
り
。

其
故
は
國

の
廣

さ
は
い
か
に
も
甚
廣
き
事

に
て
日
本

の
十
倍
な
と
よ
り
も
過

た
れ
と
も
、
然
れ
共

、
日
本

に
く
ら

ふ

れ

は
、
い
つ
く
も

い
つ
く
も
室
虚

の
地
多
く

し
て
、
ひ
ろ
さ
相
應
に
は
田
地
も
人
民
も

す
く
な
く

、
物
成
も

い
と
す

く
な
け
れ
は
、軍
も

さ
の
み
格
別

の
大
軍
な

る
こ
と
も
な
し
。

こ
れ
み
な
、
世
世

の
書

に
の
せ
た
る
か
の
國
中
の
戸

口
の
數
、軍
賦

の
數
な

と
を
見

て
も

、
よ
く

し
ら

る
る

こ
と
也

。
す

て
に
豐

臣
大
閤
朝

鮮
御

征
伐

の
時
、
唐
土
よ
り

の
加
勢

の
軍

な
と
を
も
、
此
方

の
人
は
、
或

は
五
十
万
、
百
万
な
と
と
聞

て
お

ひ
た
た
し
き

こ
と
の
や
う
に

い
ひ
ふ
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ら
し
っ
れ
と
も

、大
な
る
相
違
に
て
、其
時

の
軍
兵

.始
絡

十
万

に
も
過

た
る

こ
と
は
な

し
。
そ
れ
ほ
と

の
軍
兵
も

、

大
抵

の
事

に
て
は
か
り
催
し
か
た
く
て
、
い
ろ

い
ろ
と
世
話

を
や
き

て
、
辛
う
や
う

に
催
し
立

た
る
と

こ
ろ
、
右

の

こ
と
く
な
り
し
、
こ
れ
み
な
か
の
國

の
書
共

に
見
え
た
る
事
也

。
ざ
て
か

の
時
の
戰

ひ
は
、
此
方

に
も
小
西

の
如
き

臆

病
肺

の
つ
き

た
り
し
衆
も
あ
り
つ
れ

は
こ
そ
、
ま
れ
ま
踟

に
な
負
軍
も
あ
り

つ
れ
、
左
樣

の
き
き
お
ち
た
に
せ
す

は
、
始
終

毎
度
十
分

の
勝
た
る

へ
し
。
さ
て
加
藤
主
計
頭
殿

の
蔚
山

に
籠
城
せ
ら
れ

し
と
き
に
、
明

の
寄

手
揚
鏑

か

軍
た
ち
、
軍
法
は
古
今

に
比
類

な
し
と
い
ふ
ほ

と
嚴

重
な
り

し
事

に
て
、
朝
鮮

の
諸

人
お
と
ろ
き
感
し

て
、
た
の
も

し
く
思

ひ
悦
ひ
し
か
共
、
久

し
く
攻

て
つ
ひ
に
か

の
城
を
落

す
こ
と
あ

た
は
す
、
あ
ま
つ
さ

へ
は
て
に
は
行
長

か
後

詰

に
切
立
ら
れ

て
、
蜘

の
子
を
ち
ら
す
か
如
く
、
と
る
も

の
も

と
り
あ

へ
す
我
先
に
と
逃
去
り
し
は
、
あ
さ
ま
し
か

り
け
る
有
樣

な
り
き
。
す

へ
て
唐

土
は
、
何
事
も
み
な
か
く
の
こ
と
く

に
て
、
議
論

法
術

は
い
と
巧
に
聞
ゆ
れ
共
、

實
用
に
至
て
は
さ
も
あ
ら
さ
る
事

、此

一
事
を
以
て
も
お
し
は
か
る

へ
し
。殊

に
か
の
蔚
山

の
城
を
攻
し
時

の
軍

に

は
、
唐
土
朝
鮮

の
全
力
を

つ
く
し
た
り
し
よ
し
、
か

の
國

の
書

に
見
え

た
る
を
、
そ
れ

さ

へ
、
右

の
如

く
あ

さ
ま
し
き

敗
軍
に
及

ひ
た
り
し
を
思

ふ

へ
し
。
叉
此
方
戰
國

の
、
こ
ろ
、
西
國
邊

の
あ
ふ
れ
者

と
も

、唐
土

へ
渡
り

て
濫
放
狼
籍

せ
し
事
、明

の
代

の
書
共

に
多
く
見
え
て
、倭
寇
と
繕
し
て
、殊

の
外

に
恐
れ
、毎
度
大

に
手
に
あ
ま
り
て
靜

め
か
ね
、

國
申

の
大
騒
動
な
り
し
事

也
。
こ
れ
、
此
方
に

て
は
世
の
人
も

一
向
し
ら
さ
り
し
ほ
と
の
事

に
て
、
た
た
わ
つ
か
の
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あ

ふ
れ
者
の
し
わ
さ
に
て
有

し
す
ら
、
か
の
國

に
て
は
、
右
の
こ
と
く
毎
度
大
き
な
る
騒
き
な
り
し
、
こ
れ
を
以
て

も
、
唐
國

の
軍
法
の
拙

く
弱
き
事
を
し
る

へ
し
。
然
る
を
例

の
唐

ひ
い
き

の
儒
者
な
と
の
、
ひ
た
す
ら
か

の
國

の
軍

法
な

と
を
ほ
め
あ
け
高

ふ
り

て
、
武
士
を
お
と
す

は
、
い
と
を
か
し
く
か
た
は
ら

い
た
き
事
也
。
吾

日
本

は
、
あ
り

か
た
き
瀰
威

の
護

の
嚴
重
な

る
事
は
申
す
に
及
は
す
、
國

の
殷
富

、
田
地
人
民

の
甚
多
き

こ
と
、
外
國

の
か
け

て
も

及

ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
す

。
殊
更
御
.當
代

、
天
下
諸
國

の
蕃
、蜈
の
盛
大
な

る
、
今
た

と
ひ
武
備

は
少
少

お
こ
た
り
有

と

い
ふ
と
も
、
な
ほ
甚
堅
固
な
れ

は
、
た

と
ひ
他
の
い
か
や
う

の
大
國
よ
り
寇

賊
來

る
と

い

へ
と
も
、
さ
の
み
畏
る
る

に
は
た
ら
す
、
ゆ
め
ゆ
め
聞

お
ち
な
と
す

へ
き

に
あ
ら
す
、
こ
れ
又
、武

士
の
常

に
心
得
居
る

へ
き

こ
と
に
て
、
西
國

方

は
申
す

に
及
は
す
、何
方

に
て
も
海
面
を
受
た
る
國
國

は
獪
更
也
。

凡

て
天
下

の
大
名
た
ち
の
、

朝
廷

を
深
く
畏

れ
厚
く
崇
敬
し
奉
り
玉
ふ

へ
き
す
ち
は
、　

公
儀
の
御
定

め
の
逋
り

を
守
り
玉
ふ
御

事
、勿
論
也
。
然
る
に
、

朝

廷
は
今
、
天
下

の
御
政
を
き

こ
し
め
す

こ
と
な
く
、
お
の
つ
か
ら
世
間

に
遠
く
ま
し
ま
す
か
故

に
、
誰
も
心

に
は
霹
き
御
事
は
存
し
な
か
ら
も
、
事

に
ふ
れ

て
自
然
と
敬
畏

の
す
ち
な
ほ
さ

り
な

る
事
も
、
な
き

に
あ

ら
す
。
抑
本
朝

の
朝
廷

は
、
繭
代

の
初

よ
り
殊

な
る
御
子
細
ま
し
ま
す
御
.事

に
て
、
異
國

の
王
の
比
類

に
あ
ら
す
。
下
万
民

に
至
る
ま
て
格
別

に
あ
り
か
た
き
道

理
あ

り
。

此
事
、
別
卷

に
委
し
く
申
せ
る

か
如

く
、
さ
れ
は

一
國

一
郡

を
も
治
め
玉
は
ん
御
方
方
は
、
殊
さ
ら
に
此

子
細
を
御
心
に
し
め
て
忘
れ
玉

ふ
ま
し
き

集
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御
事

也
。
こ
れ
す
な
は
ち
大
將
軍
家

へ
の
第
、一
の
御
忠
勤
也
。
い
か
に
と
申
す
に
、
ま

つ

大
將
軍
と
申
奉

る
は
、
天

下
に
朝
廷

を
か
ろ
し
め
奉

る
者

を
征
伐
せ
さ
せ
玉
ふ
御
職

に
ま
ー
.脚ま
し
て
、
是
そ

東
照
繭
御

祺
命

の
御
成
業

の
大

義

な
れ
は
也
。
さ

て
又
う御
武
蓮
長
久
、
御
領
内
上
下
安
靜
、
五
穀
豐
登

の
御
新
疇

に
も
、
こ
れ

に
過

た
る
御
事
あ
る

へ
か
ら
す
。
そ

の
子
細

は
、

朝
廷

を
畏
れ
奪

み
奉
の
玉

ふ
は
、　

天
照
大
御
繭

の
大
御

心
に
叶

ひ
玉
ふ
御
事

に
て
?

天
地
神
祗
の
御
加
護
厚
か
る

へ
け
れ

は
也
。
吐
世
開

の
齦
者
、
た
た
漢
流

の
道

理
を

の
み
説

て
此
子
細
を
し
ら
さ
る

か
故

に
、今

こ
と
さ
ら

に
顯
は
し
申
す
也
。
、か
6
水
戸
西
山
公

の
格
別

に
此
御
志
厚
か
り
し
御
事
、
大

日
本
史
を
修

撰

し
玉

へ
る
御
趣
な

と
、道

の
大
本
を
辨

へ
玉

へ
る

ほ
と
、
誠

に
有

か
た
き
御
心

は

へ
也
。
そ
も
そ
竜
御
子
孫

の
中

・

に
、
か
は
か
り
明
良
な
る
殿

の
出
玉

へ
り
し
も
、
ひ
と

へ
に
、　

繭
御
組
命
の
御
盛
徳

の
餘
烈
、　
天
照
大
御
聯

の
御

は
か
ら
ひ
と
、
か

へ
す
か

へ
す

た
ふ
と
く
有

か
た
ぎ
御
事
也
。

然
れ
は
御
大
名
方
御
自
身

の
御
心
得
は
申
す

に
及
、

は
す
、御
家
申

の
人
人
ま

て
に
も

、
此
子
細
を
よ
く
仰
渡

さ
れ

て
.
つ
ね
つ
ね
相
愼
み
て
　
朝
廷

を
畏
れ
奉
る

へ
き

や
う
、
又
公
卿
官

人
た
ち
も
其
祿

こ
そ
輕
け
れ
、
ほ
と
ほ
と
に
官
職
を
帶
て
、
皇
朝

に
し
た
し
く
仕
奉

り
玉
ひ
、
其

、

重
き
御
禮
典

を
も
執
行
ひ
玉
ふ
人
人
な
れ
は
、
貴
き
御
方
方
は
申
す

に
及
は
す
、
末
末

の
官
人
衆

に
至
る
ま

て
も

、

ほ
と
ほ
と
に
厚
く
敬
禮
を
加

ふ
へ
き
御
事
也
。

そ
の
祿
う
す
く
身
分

の
輕
き
を
あ
な
と
り
て
、
あ
な
か
し

こ
非
禮

'あ

る

へ
か
ら
す
。
た
と
ひ
輕
き

人
に
て
も

、官

入
は
、
、皇
朝

に
仕

へ
奉

る
人
也
。
然
る

に
今
の
世
、
大
か
た
堂
上

の
御
㌧
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方
方

を
は
厚
く
敬
す
る

こ
と
な
れ
共
、
地
下
と
申
す
官
人
衆

を
は
、
そ
の
祿
う
す
く
、
身
分

の
輕
き
を
あ
な
と
り
て
、

物

の
數

と
も
思
は
ぬ
や
う
な

る
は
、
い
と
あ
る
ま
し
き
事
也
。
祿

の
う
す
き
は
、
亂
世

に
み
な
武

士
に
奮

ひ
取
ら
れ

・

た
る
故
也
。
さ
れ
は
心
あ

ら
ん
人
は
、
此
所

を
よ
く
思

ひ
わ
き
ま

へ
て
、
い
よ

い
よ
大
切
に
存
す

へ
き

こ
と
也
。

天
下
の
瀰
瓧
は
、古

へ
は
ほ
と
ほ
と
に
　
朝
廷

よ
り
祭
ら
せ
玉
ふ
御
事

に
て
、
諸
國
の
小

瓧
ま
て
も
、
そ
の
國
守

の

う
け
玉

は
り
て
祭

ら
れ

し
事
な

る
に
、
今
は
天
下

の
事
、
大
將
軍

家
の
執
行
は
せ
玉

ふ
御
代

に
て
、
諸
國
の
帥

肚
の

御
事
、

朝

廷
よ
り
は
御
力
及
は
せ
玉
は
ね
は
、
其
國
國

を
治

め
玉

ふ
御
方
方

の
、
ね
ん
ご
ろ
に
祭
り
玉

ふ

へ
き

御

冖

事
也
。
然
る
に
中

比
久
し
き
兵
亂
に
よ
り
て
、
天
下

の
肺
瓧
大
荒
廢
し
、
祭
典
も
す
た
れ
、
或

は
其
祉
跡
も
な
く
絶

は
て
、
叉
存
在
せ
る
も

そ
れ

と
分
れ
す
な

と
、
惣

し
て
聯
祉

は

い
み

し
き
袤
微
な
る
を
、
治
亭

の
御
世
に
か

へ
り
て

は
御
再
興
あ
り
し
も
あ
れ

と
も
、
獪
あ
ま
ね
く

は
御
手

の
及
は
さ
る
に
や
、
今
に
至
る
ま
て
す
た
れ

た
る
ま
ま

な
る

.

か
多
き

は
、
い
と
も

い
と
も
歟
か
は
し
き
事

也
。
今
時
惣

體
大
名

の
領
内

の
脚
を
祭
り
玉
ふ
さ
ま
は
ふ
た
た
戰
國

の

比
の
風

に
て
、
お
ろ
そ
か
な

る
事
也
。
今

の
世
、
國
家

の
繁
昌
,諸

大
名

の
盛
大
な
る
勢

に
應

し
て
は
、肺
肚

は
い
か

ほ
と
興
立
し
玉
ひ
て
も
宜
し
き
事
な
る
に
、
鼬
國

の
實

に
も
似
す
、
繭
肚

の
衰

へ
た
る
事

は
、
か

へ
す
か

へ
す
歟
か

は
し
き

こ
と
也
。
そ
も
そ
も
繭
を

敬
び

祭

る
事
は
、
た
れ
も

よ
く
知
り
た
る
事

に
は
あ
れ

と
も
、
ま

こ
と
の
道

の
根

本

の
子
細

を
し
ら

さ
る
故

に
、
世

人
の
思

ふ
と
こ
ろ
は
獪
甚
お
ろ
そ
か
也

。

別
卷

に
其
子
細

は
委

し
く
申
せ
り
。
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今
、
か
く

め
て
た
き
治

不
の
御
代
久
し
く

つ
つ
け
る
に
付
て
は
、
大
名
方

は
い
よ

い
よ
領

内
領
丙

の
紳
冠
を
興
立
し
適

厚

く
祭
り
玉

ひ
、
殊
に
式

内
の
肚
な

と
は
、
御
自
身
も

お
り
お
り
御
參

詣
あ
る

へ
き
御
事
也
。

殊

に
叉

、
尾
張

に
熱

」

田
大
紳
、
紀

の
國
に
日
前
國
懸

の
兩
大
紳
、
出
雲

に
杵

築
大
國
主
大
紳
な
と
の
類
、
其
外
も
か
や
う

の
殊

な
る
由
緒

ま
し
ま
す
大
肚
は
、
な
ほ
さ
ら
其
領
主
領
主

の
大
切
に
厚
く
敬
祭
し
玉
ふ

へ
き
御
事
也
。

む
か
し
肺
領
な
り
し
地
、

も
、中
比

の
兵
亂

に
み
な
奪
ひ
取

ら
れ
玉

ひ
て
、
今
は
大
名

の
領
地
と
な
れ

る
所
多
け
れ
は
、
そ
の
御
冥
加

の
た
め

は
か
り
に
も

、な
ほ
ざ
り
に
は
有

ま
し
き
事
也
。

其
列
御
武
蓮
長
久

の
御

た
め
に
も
、
國
内
安
全

の
た
め
に
も
、
五

穀
豐
登

の
た
め
に
も
、
か
な
ら
す
紳

を
厚
く
祭
り
玉
弧
御
政

に
あ
ら
ま
ほ
し
く

な
ん
。
さ

て
叉
、領

内
村
村

の
産
紳
h

城
下
町
町
の
肺
批
な

と
、
領
主
よ
り
祭
り
玉
ふ
ほ
と

の
肺
枇

に
は
あ
ら
す
共
、
命
令
を
出
さ
れ
て
、
其
所
所

の
神
祉

を
隨
分
大
切
に
い
た

し
、
瀞
事
を
麁
略

に
致
す
ま
し
き

よ
し
を
、
つ
ね

つ
ね
ね
ん
ご
ろ
に
示
し
玉
ふ

へ
き
御
事

也
。

然
る

に
當
時

は
惣

し
て
聯
肚
、紳
事
な

と
の
上

の
取

扱
ひ
甚

お
ろ
そ
か
に
て
、
村
村
町
町

の
飾
事

な
と
は
、
假
令

の

い
た

つ
ら
事

の
や
う

に
心
得

て
、
こ
れ
を
押

へ
輕
く
す

へ
き

や
う

に
い
ひ
つ
け
、
下
下

に
て
も
紳
事

に
物
入
多
き
は
、

無
盆

の
費

の
や
う
に
心
得
る
者
も

あ
る
は
、
皆
甚
し
き

ひ
か
こ
と
也
。
何
事
も
神

の
御
め
く
み
、御
守

り
に
あ
ら

て

は
、
世
に
よ
き
事

は
な
し
。
困
窮
b
て
苦

し
く
は
、
い
よ
い
よ
脚
を

は
厚
く
祭

る

へ
き

こ
と
也
。
然
る
を
世

に
儉
約

と
い

へ
ば
、
ま

つ
第

一
に
此
紳
事
、
或
は
先
祗

の
祭
よ

り
省
略

せ
ん

と
す
る
は
い
か
に
そ
や
。
抑
今
世
上

一
同

に
、
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次
第
家
第

に
華
美

に
な
り
、
奢
長

し
た
る

こ
と
な
れ

は
、
そ
れ
に
准
し
て
、
紳
事
も
次
第

に
華
美

に
了
寧
に
す

へ
音

は
あ
た
り
ま

へ
也
。
己
か
身
分

の
み
奢
を
ま
し
て
、
繭

を
祭
る
事
を
は
ま
さ
す

し
て
は

い
か
か
也
。

た
と

ひ
身
分

の
事
-を
は
昔

に
か

へ
し

て
万
を
省
略
す

と
も
、繭
事

の
み

は
次
第
に
加

へ
ま
さ
ん
こ
そ
、
本
意
な

ら
め
。
叉
瀰
事
に

風
流
俳
優

な
と
を
な
し
、
或
は
酒
を
飮

み
、
樂
み
遊

ふ
を
無
釜

の
事
と
思
ふ
も
、
大

に
ひ
か

こ
と
也

。
紳

に
物
を
供

」

し
て
祭
る

の
み
な
ら
す
、
人
も
同
し
く
飮
食
し
、
面
白
く

に
き
は
し
く
樂
し
み
遊

ふ
を
、
肺
は
挽

ひ
玉
ふ
こ
と
也
。

こ
れ

ら
の
子
細

は
、通
例

の
學
者
又
紳
道
者
な
と
も
夢

に
も

し
ら
さ
る
事

に
て
、
世
聞
共

に
、
大
に
料
簡
違
あ

る
事

也
。
惣

し
て
世
間
の
人
の
よ
き
料
簡

と
思
ふ
は
、
み
な
唐
流

の
理
窟
な
る
故
に
、其
中

に
は
ま

こ
と

の
道
理

に
か
な

は
さ
る
事
も
多
し
。
領
主

た
る
御
方
、
並
に
役
人
申
な
と
も
、國

の
た

め
を
思

ひ
て
、
災
害
お

こ
ら
す
、
凶

事
無
く
、

上
下
共

に
安
全
に
榮

え
て
、
長
久
な
ら
ん
こ
と
を
願

ひ
玉
は
は
、
こ
れ
ら

の
根
本

の
所

の
心
か
け
、
大
切
な

る

へ
き
・

御
事

に
こ
そ
。

秘
本
玉
く
し
け
下
　
終
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眞
理
は
萬
人
に
ょ
つ
て
求
め
ら
れ
る

こ
と
を
自

ら
欲

し
」
藝
術
ぱ
萬
人
に
よ

つ
て
愛
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら
望
軒
守
窘

て
は
民
を
愚
味
な
ら
し

め
る
奮

騒

藝
が
最
も
狹
き
堂
宇
に
閉
鑽
さ
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
今
や
知
識
と
美
と
を
蠶

階
紐
の
響

よ
り
馨

返
す
・芝

は
つ
ね
に

進
取
的
な
る
民
衆
の
切
實
な
る
要
求
で
あ
る
。
碧
波
文
庫
は
此
要
求
に
應
じ
そ
れ
に
勵
ま
さ
れ
て
生
ま
斐

。
そ
れ
ぱ
生
命
あ
る
不
朽
の
書
を

少
數
者

の
書
齋
と
碑
究
室
と

よ
り
解
放

し
て
街
頭

に
隈
な

く
立
弛

し
め
民
衆
に
伍
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
近
時
大
量

生
産
豫
約
出
版

の
流
行
を

見
る
.、
そ
の
廣
告
宣
傳
の
狂
態

は
姑
く
措

く
竜
後
代
に
貽
す
と
誇
稱
す

る
全
集
が
其
編
輯
に
萬
全
の
用
意
を

な
し
弛

る
か
。
千
古

の
典
籍

の
飜

譯
企
圜

に
敬
・匿
の
熊
度
を
缺
か

ざ
り

し
か
。
璽
に
分
覬買
を
許
さ
す
讀
者
を
翳
縛

し
て
數
十
册
を
強

ふ
る
が
如
き
、
果
し
て
其
揚

言
す

る
學
藝
解

放

の
所
以
な
り
ゃ
。
吾
人
は
天
下

の
名
士
の
聲
に
和
し
て
之
を
推
擧
す

る
に
躊
躇
す
る
竜
の
で
あ
る
。

こ
の
秋
に
あ
弛

つ
て
岩
波
書
店

は
自
己

の
責
務
の
愈
重
大
な

る
を
思
ひ
、
從
來

の
方
針

の
徹
底
を
期
す

る
弛
め
既
に
十
數
年

以
前
よ
り
志
し
て
來
た
計
書
を
愼
重
審
議

こ
の
際
斷
然
實

行
す

る
こ
と
に

し
弛
。
瞽
人

は
範
を
か
の
レ
ク
ラ

ム
丈
庫
に
と
り
、
古
今
東

西
に
亙

つ
て
夊
藝
哲
墨
祉
會
科
墨
自
然
科
墨
等
種
類

の
如
何
を
間

ほ
す
、
符
竜
萬
人
の
必
讀
す

べ
き
屓
に
古
典
的
價
値
あ
る
書
を

極
め
て
簡
易
な
る
形
式

に
於

て
逐
次
刊
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
間

に
須
要
な
る
住

浩
向
上

の
資
料
、
琵
活
批
剣

の
原
理
を
提
供
せ
ん
と
欲
す

る
。
こ
の
夊
庫
は
豫
約
出
版

の
方
法
を
排

し
弛
る
が
故
に
、
讀
者

は
自
已
の
欲
す

る

時
に
自
已

の
欲
す
る
書
物
を
各
個
に
自
由
に
邏
撰
す
る

こ
と
が
出
凍

る
。
携
帶
に
便
に
し
て
價
格

の
低
を
を
最
主
と
す

る
が
故

に
、
外
觀
を
顧

み
ぜ

る
竜
内
容
に
至
つ
て
は
嚴
選
最
も
力
を
盡

し
從
來
の
岩
波
出
版
物

の
特
色
を
盆
發
揮

せ
し
め
よ
う
と
す
る
。

こ
の
計
霞
弛
る

や
世
問
の

一

蒔

の
投
機
的
な
る
補
の
と
異
り
、
永
遶
の
事
業
と

し
て
吾
人
は
微
力
を
傾
倒

し
あ
ら
ゆ
る
犠

牲
を
怨

ん
で
今
後
永
久
に
繼
續
發
展
せ
し
め
、
込

つ
℃
夊
庫
の
使
命
を
邇
憾
な
ぐ
果
さ
し
め
る

こ
と
を
期
∵す
る
。
藝
術
を
愛

し
知
識
を
求

む
る
士

の
自
ら
進
ん
で
此
擧
に
參
加

し
、
希
望
と
忠
言

と
尨
寄
せ
ら
れ
る
こ
と

は
害
人

の
熱
菫
す

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
性
質
上
經
濟
的
に
は
最
竜
嗣
難
峯

き
此
事
業

に
敢

て
當
ら
ん
と
す

る
吾
人

の
志
を
黥
と
し
て
其
蓬
成

の
弛
あ
世

の
藹
書

子
と

の
う

る
は
し
量
共
同
を
期
特
す

る
。
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舷
ン"
空
想
よ
う
科
墨

へ
淺
　
野
　

晃

譯

★

菱

・量

冫
ゲ
ル
憙

溜

膨

鑼

★
★

マ
ル
ク
『

騨
ン
覊

ス
論
上

田

進

譯
攣

★

賚

本

論

解

諡
効
贈
酬
キ
引
騰

贈
.

加
嚇
.物

縄
濟
墨
入
門

鑑
野
交
夫
譯

鹹
☆

碧

測
翻

セ穫
ブ誣
グ
上
卷
裹

菱

雄
譯

★
★

費
ー
艚
諾
セ穣
蘿

ダ
屯
卷

長
谷
部
交
雄
譯

★
★

惇

ザ諺

〃
瓢

紙
.椥ゼ襲

蕪

★
★

郵
レ

篇

窟
列
ガ
呼
牝
レ

馴
ヤ御

.鶴
鸛

肉

〃
レ
㍗

ー
ゲ

ル
論

笠
信

太

郎
譯

★

紳り
帝

國
冖
圭

義

長
谷
部
交
雄
譯

★
☆

驫

耡
論
と
經
叢

巻

佐
野
夊
夫
譯

★
.

蘇

勲
論
と
叢

蛾
卷

佐
野
交
夫
譯

.

.

驫

瀚
曹

緇
謎

卷

籌

攵
夫
諜

.

.

計
郵

薦

す

べ
き

か

李

田
良

衞
聾

☆
★

力
薯
ル
.
マ
ル
砂賑

森

伽

耐

夷

攣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

★
☆

戰
　
爭

戰
　
爭

ケ
ネ
i
經

郷
濟
墨

及
課
税
之
原

艱

小

冥

書

三

磐

☆
★

嬾

纃

囓

触

鞭

、抽
ム勝
ウ
、
講

★
★

驀

の
欝

的
某
礎
シ
離

.碗

.
斜
攣

★

瀕

藝

術

經

濟

論

西
本

疋
美

譯

★
☆

論
上
卷
篝

鱗

鵬
鸞

☆

論
下
卷
署

響

ッ鸚

麟

濟

表

隙

畊

淋

鱗

譯

穴

　

　

巨
・
リ
カ

ア
ド

オ
著

★
★

　

　

　

　

　
「7
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薫睥F

建

築

の

七

燈

瀞
鰹
桝
序
縄

姓
.

こ
の
後

の
者
に
も

髪

耄

、翻

.
★

地

代

論

岬
㎡
べ
靴
.蛇
縄

献
貢

管
婦

人

論

上
卷
草
閥
李
作
譯

歎
.

賛
婦

人

論

下
卷
草
賜
李
作
譯

・
.

婚

姻

の
諸

形

式

駆
ユ
η
鞠
断
潴

☆
★

近
代
民
圭
政
治

魁
湿
バ
イ
齲
翻

触
.

近
代
民
圭
政
治

匙
溺
バ
イ
趣
濳

鱈
.

齟

近
代
民
主
政
治

犠
橄
炉
イ
趣
欝

敷
★

近
代
民
圭
政
治

郡
鯉
.パ
イ
泌
潴

鰍
窟

子

ト
ビ
ア

(慧

郷
痴

綴

難
鯵
講

★
★

井.巍
鰌
釐

馨
観
朕

施
驤

譯
裘

畔、晶
蘿

験對
墾

献
施
隔

譯
・
☆

畔ユ翻
鷄
鯉
鴛
酌
糊
林
肱
齏
鯱
囃
譯
★
★

纏

濟

要
　
録
黻
糠
酷
一謎
論
★
穴

鹽

　

鐵

　

論
曾
轂
離
籤

誌
勲
★

σ1)
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御
謡
交
に
就
て

　
□
此

の
夊
庫
ぱ
、
普
及
を
第

一
義
と

し
て
刊
行

　
　
す
る
簾
價
版

で
す
。

　
□
内
容
の
嚴
…選
　
古
今
東
西

の
あ
ら
ゆ
る
古
典

　
　
及
び
、
價
値
高
き
良
童
日を
網
羅
し
、
校
訂
、

　
　
騨
譯

に
於

て
竜
最
善
を
期

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
n
最
低

の
廉

虞
　
出
來

る
丈
安
く
手
に
人
れ
ら

　
　
れ
る
樣

に
、
小
さ

い
形

の
中
に
、
澤
由
の
内

　
　
容
角
成
肌
る
形
式
を
操
り
・ま
し
弛
。

　
口
購
求
の
自
由
　

し
か
竜
讀
者

が
全
く
自
由
に

　
　
欲
し

い
本
を
鱠
時
求
め
ら
れ
る
自
由
逡
螻

の

　
　
方
法
を
操
り
ま
し
弛
。

　
□
印
刷

の
繰
明
、
校
正
の
正
確

.
製
木

の
堅
案

　
　
然

の
蜜
際
的
方
面
に
於

て
竜
亦
最
蕪
を
勘

し

　
　
ま
す
。

　
冂
騰
裁
ば
菊
牛
截
剣
、
紙
襲
、
把
⊥
胴
百
穗
霞
伯

　
　
奘
幀
。

　
口
活
字
ぱ
八
ポ
イ

ン
ト
を
用

ひ
ま
し
弛
。

　
臼
約
百
頁
を
輩
位
と

し
て
星

嚇
つ
乃
そ
れ
を
現

　
　
は
し
、

★

一
つ
毎
に
二
十
錢

の
定
價

で
す
。

　
□
★

M
つ
を
ー
に
算

へ
て
此

の
丈
庫

の
番
號
を

　
　
邏

め
て
ゆ
髫
ま
す
。

　
口
番
號
は
弛
だ
、發
行
順
に
從

つ
て
之
を
追

ふ
嬉

階

㎏

あ
り
轟晒す
.
　

　

　

ー
□

★
★
或
は

★
★
★
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
胃
【百
ハ或
ほ

　
三
百
頁
の
本

】
剏
か
る

こ
と
を

示
し
,
百
頁

　
つ
つ
の
分
紛

で
は
率
り
ま
せ
ん
。

口
定
價

(
及
逡
料
)
け
左
表

の
逋

り
で
す
。

★★
★

★
★
★

★
★
肯
六

★

★
★
★
★

楚
價
二
十
錢

　
　
四
十
錢

　
　
六
十
餞

　
　
八
十
錢

　
　

嚇　

圓

日
御
註
交
ぱ
前
金
で
御
願

ひ
致

し
ま
蜜
。

　

い
本
で
極
度
の
廉
價
な

の
で
す
か
ら
必
す
遒

　
料

は
お
添

へ
下
さ

い
。
釖
手
代
用

は

一
割
燻

　

に
願

ひ
ま
す
。

逡
料
二
錢

　
　
四
錢

　
　
四
錢

　
　
六
錢

　
　
六
錢

　
　
小
さ

.,舜
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新

刊

書

目

繪

な

き

翻

本

蒹

蒹

★

雨

月

物

語

瓢

駆
飜

☆

カ
ァ
川
昆
蟲
記
(箜

+
翁

)

瞬
田
遜
議

譯

☆
☆

懸
跡
鼬
鮒

草

の

～葉

有
島
武
郎
選
譯

☆
☆

シ

ベ
リ

ヤ

の
族

(他
三
篇
)

幣

エ
両

ホ
淘

誹
　
★

塞

　
　
　
　
由
冖　
　
　
　
拙
討
　
太
田
悌
藏
譯
註
　
　★
★

賀

ガ

鯵

資

本

蓄

積

論

(下
)
長
谷
部
夊
雄
譯
　

★
索

保

　
一兀

　
物

　
甑
暇

岸
谷
誠

一
校
訂

★

へ.　　 　　 　){〉 へ1丶ノ～(納 隔

ζ鰍
1野 紳昆1

覲
鶉

蠢

の 　 　　く　 　 玉

辻

音 ド し
蟻1し
フ雪く

師 　 げげ

}皇1

正

統

記

ゴヂ

ォ竟
富
に
關
す
る
省
察

ノ丶

ル

ツ

紀

行

治

物

、語

岸
谷
誠

一
校
訂

★

齢

灘

財

議

★

永

田
清

譯

註
　
★

ム
田
孝
雄
校
訂
　
　★
★

鏃
翻
譱

☆

グ
ウ
ル
パ
ル
ツ
エ
ル
,作

　

　

　

　

　

★

石

川

錬

次

麗

林

遠

夫

睾

　

　

　

　

　

★
★

山

一出

士
ロ
ψ彦

登
口
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