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前
年
、
人

に
頼
ま
れ
て
意
外
に
思

ふ
こ
と
を
百
則
書
き

「
意
外
録
」

と
名
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。

一
時
の
戲
、

筆
で
、
今
見
れ
ば
穉
氣
が
滿
ち
,餘
程
取
捨
し
な
い
と
物
に
な
ら
な
い
か
ら
、
可
な
り
書
き
換

へ
て
見
た
が
、
ど

う
も
お
も
し
ろ
く
ゆ
か
ぬ
。
元
來

、
意
外
な
ど
い
ふ
こ
と
は
、
極
端
に
い
ふ
と
帥
秘
的
の
こ
と
の
外

に
無

い
筈
-

で
、
ど
ん
な
事
で
も
少
し
く
考

へ
る

と
、
相
當
の
解
釋
も
あ
の
理

由
も
あ
つ
て
、
意
外
が
意
外
に
は
な
ら
な

い
。
萬
有
の
内
に
不
可
解
の
事
も
、
多
く
は
理
學
の
|研
《

、
》究
で
解
を
得
て
來
る
と
、
不
思
議
で
も
奇
蹟
で
も
な
い
・

こ
と
に
な
る
。
意
外
は
蒙
昧
無
智
の
者
の
感
す
る
こ
と
で
、
意
外
に
感
す
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多

い
ほ
ど
、
其
、

人
の
蒙
昧
無
智
を
甚
し
く
告
白
す
る
の
だ
と
も
云

へ
よ
う
。
私
の
所
謂
る
意
外
と
い
ふ
の
も
、
實

は
無
智

の
告

白
に
近
い
も
の
か
も
知
れ
ん
が
、
初
度
の
直
覺
で
案
外
に
感
す
る
こ
と
は
、
誰
れ
に
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
人
の
興
味
を
そ

・
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
人

の
許
す
所
で
あ
る
。
但
だ
常
經
を
外
れ
た
こ
と
が
案
外
,

の
思
を
爲
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
行
爲
な
ど
に
渉
つ
て
は
、
た
と
ひ
興
味
が
あ
つ
て
も
遠
慮
せ
ね
ば
な
ら
.

ぬ
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
私
が
初
稿
を
多
く
塗
抹
し
た
の
も
此
故
で
あ
る
。
餘
り
に
斜

酌
に
過
ぎ
て
は
現
存
の
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人
の
こ
と
な
ど
は
何
も
書
け
ぬ
こ
と
に
な
る
が
,
も
と
く

讒
誣
の
悪
意
な
ど
の
あ
つ
て
の
事
で
な
い
か
ら
、
、

さ
う
ま
で
遠
慮

は
無
用
と
、
い
く
ら
か
塗
抹
を
見
合
は
し
た
も
の
も
あ
る
。
勿
論
、
案
外

を
感
す
る
事
物
の
範
、

圍

は
極
め
て
廣

い
。
或
は
人
の
行
藏
と
し
て
現

は
れ
、
時
に
よ
り
て
肚
會
の
活
け
る
事
實

と
し
て
顯
は
れ
、
或

は
既
に
埋
も
れ
果
て
九
歴
史
的
事
實
と
し
て
、
又
は
眼
前
の
人
、
乃
至
事
物
の
隱
れ
た
傘
面
と
し
で
現
は
れ
、

更
に
或
は
巷
閭

一
片
の
月
、
・〃、
こ
に
未
顯
の
李
杜
の
輩
の
集
う
て
ゐ
九
こ
と
を
紹
食

9
る

こ
と
も
維
無
と
限

り

ぬ
。
要
は
意
外
な
る
其
處
に
趣
味
が
あ
る
の
だ
。
但
だ
私
の
意
外
と
す
る
も
の
を
、
人
が
意
外
と
せ
ぬ
も
の
心
.

あ
ら
う
。
數
多
き
私
の
話
の
内

に
強
ひ
て
意
外
と
コ
ジ
ヅ
ケ
た
や
う
な
も
の
も
或
は
あ
る

か
も
知
れ
ん
が
.
そ

れ
は
淺
學
寡
聞
の
致
す
所
と

一
笑

に
附
さ
れ
九
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

無

さ

さ

う

だ

が

刀
圭
界
の
亘
擘
で
あ
つ
叢

青
山
鏃

博
|士
《●
》
が
、
國
學
耄

名
高
い
李
田
篤
胤
の
流
を
引
奉

田
鑼
弊

養
、

子

に
な

つ

た

こ
と
が

あ

る
Q

胤

逋

の

「
胤

」

の
字

は

蓋

し
其

の
名

殘

り

で

あ

ら

う
が

、

此

の
事

實

を

知

ら

な

い

人

は
、

後

藤

新
李

子
が

、
嘗

つ
て

醫

者

で

あ

つ
た

こ

と

を

聞

い
て
意

外

と

す

る

と

、
同

じ

樣

に
意

外

と

す

る

も
・
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嚇

の
も
あ
ら
う
◎
元
老

と
し
て
唯
だ

一
人
存

し
て
ゐ
る
西
園
寺
公
望
公
が
風
流
の
人
で
あ
る
こ
と
は
誰
れ
も
知
つ

て
ゐ
る
が
、
あ
の
人
が
琵
琶
を
彈
す
る
の
名
人
で
、
明
治
天
皇
の
御
在
世
中
、
時
に
召

さ
れ
て
琵
琶
を
彈
じ
江

と
聞
か
ば
、
人
或

は
意
外
に
感
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
又
西
園
等

家
が
も
と
!
丶
琵
琶

の
家
筋
で
あ
る
と
知
ら

ば
、
意
外
と
す
べ
き
で
も
無
か
ら
う
。
懸
河
の
雄
辯
の
持
圭
で
あ
つ
た
島
田
三
郎
氏
が
、
生
れ
て
三
歳
位
ま
で
.

は
唖
の
如
く
で
言
語
を
發
し
得
な
か
つ
九
と
は
、
氏
の
親
友
田
口
卯
吉
氏
の
談
で
あ
る
が
、
意
外
と
云

へ
ば
意

外
だ
が
、
大
い
に
鳴
か
ん
と
す
る
も
の
は
先
づ
默
す
る
と
思

へ
ば
意
外
と
す
る
に
も
足
ら

ぬ
か
。
|大
江
丸
《

お
ほえ
まる
》と
云

へ
ば
名
高

い
俳
人
で
あ
ゐ
が
、
其
の
三
代
大
江
丸
が
掏
賊
の
親
方
で
あ
る
と
云

へ
ば
、
意
外
の
感
に
打
た
る

・

で
あ
ら
う
○
更
ら

に
此
人
に
金
石
癖
が
あ
つ
て
,
長
く
名
家
の
叢
、碣

の
探
究
に
沒
頭
し
、
十

二
冊
の
著
書
が
あ

る
と
云
う
弛
ら
、
盆
よ
意
外

に
感
ず
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
意
外
に
も
此
人
は
逮
捕
に
就

か
す
に
病
歿
し
九
。

此
人
の
事
は
余
が

「
春
城
隨
乖
」
に
も
收
め
て
置
い
た
か
ら
參
考
さ
れ
九
い
。
ご

・
に
又
.意
外
と

い
ふ
こ
と

に
合
格
し
さ
う
な
事
實
が
あ
る
Q
乃
木
將
軍
の
父
、
十
郎
翁
が
曾
つ
て
病
ん
で
、
醫
師
の
診
察
を
受
け
た
時
、
・

醫
師
は
、
此
病
に
は
房
事
が
尤
も
害

に
な
る
か
ら
戒
め
よ
と
注
意
し
た
ρ
翕
は
唯
々
と
し
て
去
つ
た
が
、
其
後

ご
年
も
經
て
醫
師
を
訪
う
て
云
ふ
に
は
、
先
年
御
注
意

仁
よ
り
房
事
を
廢
し
て
今
日
に
至
つ
土
が
、
爪同
ほ
今
後
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,

篭
廢
し
て
居
ら
ね
ば
な
る
ま
い
か
。
實

は
モ
ウ
こ
れ
以
上
禁
じ
て
居
る
こ
と
は
迷
惑
に
思

ふ
と
云
う
た
の
で
聖

醫
師
は
大
に
驚
き
、
實

は
當
分
の
積
り
で
申
上
げ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
二
年
間
も
固
く
守

ら
れ
た
の
は
御
氣
の

毒
で
あ
つ
た
。
併
し
出
來
難
い
こ
と
を
能
く
も
長
い
間
守
ら

れ
た
と
、
心
か
ら
感
服
し
て

詫
び
を
い
う
た
と
め

る
が
、
此
父
に
し
て
彼
れ
が
如
き
將

軍
を
生
ん
だ
の
は
意
外
で
は
な
い
。

二
　
解
剖
祗
か
ら
兵
法
の
大
家
　
藤
公
看
護
婦
に
招
か
る

　
大
阪
に
緒
方
洪
庵
を
中
心
と
し
て
解
剖
胱
と
い
ふ
を
設
け
た
事
が
あ
る
。
そ
の
創
立
は
天
保
十
三
年
で
、
そ

れ
か
ら

一一十
年
聞
、
侮
年

=

]囘
、
町
奉
行
所
よ
り
刑
屍
を
申
受
け
て
解
剖
を
行
つ
た
。
緒
方
の
書
生
は
皆
解

剖
に
熱
心
で
あ
つ
た
が
、
中
に
尤
も
此
事
に
熟
練
の
門
人
が
あ

つ
た
。
そ
れ
は
村
田
藏
六
と
い
う
た
が
、
意
外

に
も
此
人

.は
後
に
大
村
盆
次
郎
と
改
名
し
、
明
治
維
新
の
際
に
は
|兵
部
大
輔
《

ひや
うぶた
いふ
》の
要
職
に
在
り
、
兵
法
の
大
家

と

し
て
崇
め
ら
れ
た
。
そ
の
銅
像

は
、
現

に
九
段
の
靖
國
紳
肚
の
境
丙

に
建
つ
て
ゐ
る
。

　
伊
藤
春
畝
公
に
愛
さ
れ
た
亡
友
長
田
秋
濤
が
、
公
に
就
て
意
外
の
事
を
語
つ
た
こ
と
が

あ
る
。
公
は
病
中
看

護
婦

に
戲
れ

た
悪
縁

か
ら
、
看
護
婦
の
自
宅

へ
招
か
れ
、
そ
れ
を
鉅
む
こ
と
が
出
來
な

か
つ
た
、
と
云

ふ
が

旨

0



椿
事
の
ア
ラ
筋
で
あ
る
。
秋
濤
の
い
ふ
に
は
、
あ
る
時
,
伊
藤
さ
ん
が
僕
を
連
れ
て
花

屋
敷

の
常
盤
で
飮
ん
で

居

る
と
、
或
る
女
が
面
會
に
來
た
。

そ
れ
が
誰
か
と
思
ふ
と
例
の
看
護
婦
で
あ
る
。

伊
藤
さ
ん
の
云
は
れ
る

に
は
、
こ
れ
か
ら
席
を
改
め
て
飮
む
こ
と
に
し
よ
う
と
云
は
る

・
か
ら
、
ど

こ
へ
行
か
る

・
の
か
と
聞
い
て
見

る
と
、
看
護
婦
の
家

へ
行
く
の
だ

と
云
は
る

・
の
で
驚
い
た
が
、
往

つ
て
見
る
と
、
九
尺

二
聞
の
、
狹
く
る
し

い
小
路

に
あ
る
家
で
、
ド
ウ
云
ふ
こ
と
か
ら
知
れ
た
か
、

伊
藤
さ
ん
が
見
え
る
と

云
ふ
の
で
、

此
九
尺

二
間

の
家
の
前
に
見
物
人
が
群
集
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
構
ひ
つ
け
な
い
で
李
氣
で
伊
藤
さ
ん
が
酒
を
飮
ん
で
居
る
樣

子
は
、
ド
ウ
し
て
も
東
洋
的
豪
傑
で
あ
つ
た
。
・:
・
:

三
　
キ
印
に
さ
れ
た
勝
伯
　
異
境
に
持
て
た
省
亭

　
勝
伯
と
云

へ
ば
な
か
く

の
逋
人
で
あ
つ
た
。
そ
の
人
が
餘

り
逋
を
利
か
し
て
却

つ
て
失
敗
し
た
こ
と
が
あ

る
、
そ
し
て
そ
こ
に
意
外
が
あ
る
。
伯
自
身
の
談
に
、
今
の
吉
原
は
誰
れ
で
も
金
さ

へ
持
つ
て
行
け
ば
何

ん
な

花
魁
で
も
買

へ
る
が
、
昔
は
先
づ
茶
屋

へ
行
つ
て
相
談
し
、
茶
屋
か
ら
花
魁

へ
願
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
謂
は

ば
花
魁
に
買
は
れ
る
樣
な
も
の
で
、
時
に
よ
り
て
は
願
意
相
叶

は
ぬ
事
も
あ
る
。
そ
こ
で
我
輩
も
若
い
時
、
全

　
　
　
　
意

外

録
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體
花
魁
に
振
ら
れ
る
な
ど
と
云

ふ
事

は
、
男
子
と
し
て
の
耻
辱
だ
、
乃
公
は

一
番
惚
れ
さ
せ
て
や
ら
う
。
そ
れ

に
は
|侠
《
き
ほ
》い
肌
が
必
要
だ
と
思
つ
て
仕
事
師
の
扮
裝
で
出
掛
け
、
三
つ
布
團
の
上
に
大
胡
座
を
か
き
、
胸
を
寛
ろ

ぎ
、
腕
組
を
し
て
花
魁
兮
や
來
る
と
待
ち
構

へ
て
ゐ
た
。
す
る
と
障
子
を
細
目
に
あ
け
て
見
て
、
又
締
め
て
去

つ
た
が
、
扨
て
朝
に
な
つ
て
も
來
な
い
。
肝
積

で
た
ま
ら
す
ヤ
茶
屋
を
呼
ん
で
談
判
を
し
て
、
茶
屋
か
ら
花
魁

に
問
う
て
見
る
と
、
ア
レ
は
キ
印
だ

か
ら
駄
目
だ
と
の
挨
拶
で
、
我
輩
折
角
の
意
匠

も
メ
チ
ヤ
ノ
丶

に
な
つ
た

と
あ
る
。

　
勝
伯
と
は
反
對
に
艷
幅
を
得
た
の
は
叢
家
の
渡
邊
省
亭
で
あ
る
。
此
人

生
粹
の
江
戸

ツ
兒
で
、

西
洋
趣
味
な

ど
の
無
い
人
だ
が
、
往
年
西
洋
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
其
時
洋
服
の
代
り
に
法
被
を
着

て
出
か
け
た
と
云

ふ

も
奇
で
あ
る
。
言
語
は
無
論
分
ら
す
、
其
上
異
樣
な
風
を
し
た
肥
大
の
男
が
西
洋
美
人

に
惚
れ
ら
れ
た
と
聞
い

て
は
チ
ト
意
外
で
あ
る
。
何
れ
悪
所

に
出
入
し
た
出
來
事
で
あ
ら
う
が
、

一
夜
房
中
に
居
る
と
戸
外
に
誰
か
窺

ふ
者
が
あ
る
、
女
は
之
を
叱
す
る
こ
と
再
三
に
及
ん
だ
が
、
倫
ほ
立
去
ら
ぬ
處
か
ら
、
女

は
途
に
短
銃
を
取

つ

て
之
に
擬
し
た
の
で
漸
く
去

つ
た
。
此
の
戸
外
の
者
は
前
の
情
夫
で
あ
る
こ
と
が
分
つ
た
が
、
そ
れ
に
短
銃
を

擬
す
る
迄

に
、
此
法
被
先
生
、
金
髪
美
人
の
心
を
捕

へ
た
手
際
は
エ
ラ
ィ
も
の
だ
。

マ
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茲
に
夂
意
外
な
應
接
と
も
云
ふ
べ
き

一
話
が
あ
る
。
曾
つ
て
法
官
中
に
富
永
|冬
樹
《

ふゆ
き
》と
い
ふ
人
が
あ
つ
た
。
此

人
は
大
の
拗
ね
も
の
で
、
い
ろ
く

奇
行
が
多
か
つ
た
。
處
が
此
奇
行
家
が
先
を
越
さ
れ
て

一
驚
し
た
話
が
あ

る
。
或
時
冨
永
は
勅
任
判
事
巌
谷
龍

一
を
訪
問
し
た
Q
玄
關
番
の
案
内
に
つ
れ
て
行
く
と
、
色
々
の
部
屋
を
逋

り
、
廊
下
傳

へ
に
豪
所
の
方

へ
導

か
れ
九
。
妙
な
處
を
引
張
り
廻
す
も
の
だ
と
思
う
て
居
る
と
、
や
。か
て
こ
ち

ら

へ
と
云

ふ
か
ら
這
入
つ
て
見
る
と
、
此
處
は
浴
室
で
あ
る
。
時
に
圭
人
の
巖
谷
は
今

し
入
浴
中
で
、

マ
ア
此

方

へ
ゐ
ら
つ
し
や
い
と
云
ふ
の
で
、
富
永
も
イ
キ
ナ
リ
衣
類
を
脱
し
て
飛
び
込
み
、

一
浴
し
て
|赤
保
《

せ
きら
》の
主
客
初

め
て

一
禮
し
、

引
續
き
主
人

は
手
を
拍

つ
て
、
裸
罷
の
ま

・
茶
を
進
め
た
の
に
は
、
流
石
の
富
永
も
辟
易
し

こ
o
　
　
　
.

,ア

.

　
裸
體
の
意
外
が
今

一
つ
あ
る
。

私
が
石
渡
敏

一
氏
と

共
に
統
計
學
者
の
杉
亨

二
翁

を
神
田
の
邸
に
訪
う
た

こ
と
が
あ
る
。
座
敷
に
待
た
さ
れ
て
三
十
分
程
經

つ
て
も
主
人
が
出
て
來
な
い
の
で
、
待
ち
く
た
び
れ
て
ゐ
る

ど
、
縁
側

に
足
音
が
聞
こ
え
て
、
突
如
私
等
の
ゐ
る
處

へ
這
入
つ
て
來
た
の
が
主
人
で
、
そ
れ
が
全
裸
體
で
、

　
　
　
　
意

外

録
　
　
　
　
　
　
,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
四
六
三

卑
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六
吋

陽
器
が
ブ
ラ
く

し
て
ゐ
る
の
に
一
驚
を
喫

し
た
。
翁

は
極
度
の
近
視
眼
で
、
私
等
の
座
敷

に
あ
る
こ
と
を
知

ら
す
、
入
浴
を
濟
ま
し
て
出
で
來
り
、
そ
こ
を
逋
り
拔
け
て
奥

へ
行
か
う
と
し
た
の
で
あ

つ
た
。

五
　
君
子
の
好
逑
　
お
鼻
さ
ん

　

茲
に
夂
石
黒
子
爵
か
ら
聞
い
た
意
外
な
話
が
あ
る
。
中
澤
|雪
《
へ
》城
と
云

へ
ば
|卷
《
まき
》菱
湖
の
門
人
で
、
書
道
に
於
て

一
時
名
聲
が
高
か
つ
た
。
石
黒
子
爵
も
曾
て
は
其

の
門
に
入
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
子
の
云

は
る

・
に
は
、
自
分

は
悪
筆
だ
が
、
師
匠
は
天
下
の
名
人
で
あ
る
。
自
分
が
雪
城
先
生
の
食
客
と
な
ら
う
と
す
る
時
、
先
生
が
書
物

は
若
先
生
に
習

ふ
が
よ
い
と
謂
は
れ
た
。
其
若
先
生
と
云
ふ
の
は
川
田
甕
江
博
士
の
事
だ

と
聞
い
て
、
先
づ
意

外

に
感
じ
た
、
但
し
川
田
は
養
子
に
な
つ
て
聞
も
な
く
離
縁

し
た
か
ら
、
自
分
の
外

に
養

子
に
な
つ
た
事
實
を

知
つ
て
ゐ
る
.も
の
は
少
な
い
と
云
は
れ
た
。
夫
か
ら
雪
城
の
細
君
に
就

て
左
の
如
く
語
ら
れ
た
、
雪
城
先
生
の

細
君
は
中
國
筋
の
或
驛
の
妓
で
あ
る
が
、
此
女

は
牋
業
者
に

は
珍
ら
し
く
好
く
婦
徳
を
守

つ
た
。
先
生
が
此
女

を
娶
つ
た
に
は

一
笑
話
が
あ
る
。
元
來
先
生
の
或
部
分
に
は
人
並
外
れ
た
大
物
が
あ
つ
て
、
折
に
觸
れ
て
は
無

遠
慮
に
出
ゐ
て
我
々
に
示
し
て
戲
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
斯
樣
な
譯
か
ら
如
何
に
し
て

も
匹
敵
す
べ
き
配
偶



に
乏

し
く
、
是
に
は
先
生
も
ホ
ト
く

當
惑
し
、
長
崎

へ
至
る
迄
の
驛
々
に
妓
に
會
し
て
物
色
し
、
合
格
し

た

の
が
僅

か
に
三
人
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
即
ち
後

に
正
室
と
な
つ
た
の
が
此
三
人
中
の

一
人
で
あ
つ
た
と
。
こ
れ

も
意
外
の
内

に
加

へ
て
も
よ
か
ら
う
。

　

話
は
變
る
が
、

一
つ
の
官
能
が
或
る
物
に
專
ら
に
な
る
と
非
常

に
其
部
分
が
發
逹
す
る
。
私
が
往
年
北
海
道

に
族
行
し
た
時
、
札
幌
麥
酒
會
瓧
で
眼
前
に
見
聞
し
た
實
例
が
あ
る
。
麥
酒
製
造
工
揚

で
は
、
察
罎
を
買
ひ
集

め
て
掃
除
し
て
用
ゐ
る
が
、
之
れ
を
掃
除
す
る
に
當
つ
て
第

一
に
必
要
な
る
は
、
石
油

と
酢
の
罎
を
先
き

に
取

分
け
た
上
で
な
く
て
は
洗
ひ
な
い
。
そ
こ
で
多
數
の
工
女

に
一
本
々
々
づ

・
嗅
ぎ
分
け
さ
せ
る
の
だ
が
、

一
日

怠
慢
な
く
嗅

い
で
も
普
逋

二
一二
百
本
し
か
出
來
ぬ
。
然
る
に
此
に
一
人

特
別
の
者
が
ゐ
九
。
之
れ
は
三
十
歳
悩

の
お
花
と
呼
ば
る

、
女
で
あ
つ
た
が
、
此
女
に
限
つ
て
、
・廣

い
揚
所
に
何
百
本
を
集
め

て
置
き
、
立
ど
こ
ろ
に

嗅
ぎ
分
け
て
、
ア

レ
コ
レ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
百
發
百
中
誤
つ
た
事
が
な
い
と
云
ふ
。
そ
こ
で

「
お
鼻
」
と

|

諢
名
《

あ
だな
》さ
れ
て
調
法
が
ら
れ
て
ゐ
た
。

六

意

外

録

,

ナ
プ
キ
ン
の
上
に
膾
與
の
勳
章

物
々
し
い
重
器
扱
ひ

中
島
信
行
の
議
揚
整
理
法

四
六
五

「

=
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爰

に
夊
意
外
な
動
…章
の
膾
り
方
が
あ
る
。
勳
章
の
膾
與
は
何
れ
の
國
で
も
嚴
か
な
形
式

に
據
る
も
の
で
あ
る

が
、
長
田
秋
濤
が
伊
藤
公
に
隨
從
し
て
歐
洲
漫
遊
中
、
西
班
牙
の
宮
廷
に
招
か
れ
て

一
夕
の
宴
を
賜

つ
た
時
、

一
同
食
卓
に
つ
く
と
、
意
外

に
感
じ
た
の
は
、
銘

々
の
ナ
プ
キ

ン
の
上
に
金
色
燦
爛
た
る
勳
章
が
置
か
れ
て
あ

つ
た
こ
と
で
、
國

王
の
姉
妹

に
當
ら
る

・
内
親
王
逑
は
、
花
を
も
欺
く
麗
質
に
肢
き
ま
で
の
盛
裝
を
凝
ら
し
、

氣

輕
に
外
賓
の
聞
に
斡
旋
し
て
、
お
手
つ
か
ら
ナ
プ
キ
ン
の
上
の
勳
章
を
取
り
、
銘
々
の
胸
間
に
挿
ま
れ
た
の

は
眞
に
愉
快
を
覺
え
池
。
此
の
膾
與
の
法
は
如
何
に
も
氣
が
利

い
て
ゐ
て
趣
味
深
く
感
じ
た
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
Q
勿
論
塾
勳
記
は
式
の
如
く
授
與
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
さ
う
だ
。

　
衆
議
院
で
議
長
を
つ
と
め
た
人
の
内
で
意
外
な
態
反
を
持
し
た
人

は
、
中
島
信
行
氏
で
あ
つ
た
と
は
林
田
雲

梯
氏
か
ら
い
つ
ぞ
や
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
.、
あ
の
頃
の
書
記
官
長
は
曾
根
荒
助
子
で
あ
つ
弛
が
、
議
揚
が
混
雜

を
生
じ
て
來
た
り
、
議
論
が
沸
縢
し
て
來
る
と
、
議
長
中
島

は
瞑
目
し
て
天
を
仰
い
で
|默
《
だ
ま
》つ
て
仕
舞
ふ
。
書
記

官

長
が
氣
を
揉
ん
で
腕
で

コ
ツ
ノ
丶
注
意
し
て
も
、
宛

か
も
知
ら
ざ
る
も
の

・
如
く
、
ま
す
く

落
付
拂

つ
て

顧
み

な
い
。
そ
れ
で

一
日
中
島
に
、
曾
根
か
ら
此
事
を
言
ひ
出
す
と
、
中
島
の
言
ふ
に
は
も
盤
根
錯
節
に
當
つ

て
自
分
の
力
で
治
め
難

い
と
き
は
天
帝
に
請
う
て
治
め
る
よ
り
外
仕
方
が
な
い
・、し、
即
ち
中
島
の
瞑
目
し
て
居

噂

聖絮
r
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る
時
は
い
つ
も
天
帝
に
訴

へ
て
居
る
時
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
、
そ
の
時
始
め
て
分

つ
た
が
、
此
議
長
に
は
書
記

官

長
も
大
い
に
困
っ
た
ら
し
い
。

　
幕
末
に
前
島
男
爵
は

英
學
の
教
師
と
し
て
薩
摩
藩
に
迎

へ
ら
れ
た
。か
、
其
頃

一
…藩
の
師
範
と
い
ふ
と
、
鄭
重

に
待
遇
さ
れ
た
も
の
で
、
あ
る
時
藩
の
重
器
を
特
別
に
見
せ
る
か
ら
、
出
頭
せ
よ
と
あ
る
の
で
、
男
も
禮
服
を

つ
け
て
出
る
と
、
…藩
の
重
役
か
ら
嚴
め
し
く
、
貴
殿
は
外
國
の
語
學
の
師
範
で
あ
る
か
ら
、
特
別
に
外
國
よ
り

寄

せ
ら
れ
九
大
切
の
も
の
を
御
覽

に
入
れ
る
と
挨
拶
が
あ
り
、

一
一一の
侍
が
恭
し
く
持
出
す
物
を
見
る
と
、
塗

り
箱
に
入
れ
た
も
の
で
、
其

の
箱
を
開
く
と
、
ま
た
桐
箱
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
ひ
ら
く
と
、
錦
襴
の
裂
れ
に
包

ま
れ
九
も
の
が
出
る
と
云

ふ
工
合

に
餘
程
の
重
器
で
あ
る
ら
し
く
、
男
も
何
で
あ
ら
う
か
、
可
な
り
重
量
の
あ

る
も
の
だ
が
、
と

い
ろ
く

想
像
も
し
た
が
推
測
し
か
ね
て
ゐ
る
と
、
や
が
て
現
は
れ
出
九
の
を
、
恭
し
く
推

し
戴

い
て
拜
見
す
る
と
、
意
外
も
意
外
、
そ
れ
は
ウ

エ
ブ

ス
タ
ー
の
字
典
で
あ
つ
た
。
薩
摩

で
外
國

か
ら
此
の

寄
贈
を
受
け
た
頃
は
珍
ら
し
い
も
の
で
も
あ
つ
た
ら
う
が
、
男
な
ど
に
は
熟
知
の
も
の
で
、
こ
ん
な
も
の
な
ら

特
に
拜
見
す
る
で
も
な
か
つ
た
、
と

一
笑
し
た
と
あ
る
o

意

外

録

●

四
六
七

　ザ

三
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録

四
六
八

七

異

彩

あ

る
博

徒

の
親

分

　
讃
岐
で
|乾
兒
《

こ
ぶん
》の
二
千
人
も
あ
つ
た
博
徒
の
親
分
に
、
詩
書
を
能
く
す
る
も
の

・
あ
つ
た
の
も
意
外
だ
。
そ
れ

は
|日
柳
《

くさ
なぎ
》燕
石
で
あ
る
。
私
が
最
初
此
人
の
名
を
知
つ
た
の
は
、
明
治
以
後
の
勤
王
家
の
詩
集
を
獄
中
に
見
て
、

楠
公
を
詠
じ
た
詩
が
面
白
い
と

感
じ
て
其
氏
名
を

知
つ
た
が
、

し
か
し

そ
の
人
の
素
姓
な
ど
は
知
ら
な
か
つ

九
。
然
る
に
其
後
此
人
は
曾
つ
て
高
杉
晋
作
が
遞
竄
中
に
救
つ
九
も
の
だ

と
知
り
、
且
つ
此
人
が
讀
書
家
で
、

高
杉

も
三
舍
を
避
け
る
人
物
で
あ
る
事
を
高
杉
が
友
人

に
膾
つ
た
書
状
で
知
り
、
意
外
に
思
つ
た
が
、
此
人
が

勤

王
の
爲
め
に
維
新
の
際
力
を
盡
し
、
終
に
其
筋
に
知
ら
れ
、
戊
辰
北
征
の
時
總
督
宮
の
記
室
と
な
り
、
我
が

郷
里
越
後

へ
來
り
、
病
歿
し
て
碑
も
亦
我
が
縣
に
あ
る
こ
と
を
聞
く
に
追
ん
で
、
盆
主
案
外
に
感
じ
た
。

　
・博
徒
の
親
分
に
就

て
今

一
つ
意
外

に
感
じ
た
こ
と
を
語
ら
う
。
信
州
上
田
の
博
徒
の
親
分
早
川
當
五
郎
と
獄

中
に
會
し
て
、
私
が
素
讀
の
師
と
な
つ
た
こ
と
は

「
獄
窓
醤
夢
談
」
に
記
し
た
逋
り
だ
が

、
二
十
餘
年
も
經
過

し
た
或
る
年
、
大
隈
老
侯
の
邸
に
信
州
の
多
く
の
有
志
が
會
し
た
時
、
私
は
老
侯

に
用
談
が
あ
つ
て
其
席

に
行

ぐ
と
、
圖
ら
す
も
此
の
人

に
出
會
し
た
。
此
人

は
顏
面
に
紫
斑
が
あ
つ
て
、
紛
れ
難
い
特
徴
が
あ
る
の
で
、
直

辱
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ち
に
そ
れ
と
分
つ
て
,
意
外
の
感
が
あ
つ
た
が
、
其
席
に
ゐ
た
降
旗
元
太
郎
氏
に
聞
け
ば
、
自
分
の
選
擧
區
内

の
大
切
な
道
具
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
其
席
に
ゐ
た
意
味
を
解
し
た
。
其
後
大
隈
侯
が
吾
が
郷
里
越
後
に
下
ら

る

・
時
、

是
非
侯
の
護
衞
の
爲
め
同
件
を
許
さ
れ
九
い
と
懇
請
し
て
侯
の

一
行
に
加
は
り
、

新
潟

に
ま
で
來

て
、
夜
聞
は
侯
の
寢
所
の
隣
室
に
フ
ロ
ヅ
ク
姿
で
、
端
坐
夜
番
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
な
ど
も
自
分
の
經

歴
中
に
意
外
の

一
に
數
ふ
べ
き
で
あ
る
。

八
　
龍

動
の
眞
中
で
切
腹
の
準
備
　
前
將
軍
に
草
履
を
取
ら
.す

　
明
治
十
五
年
に
外
資
惜
入
の
廟
議
が
あ
つ
た
時
"
英
國

へ
派
遣
さ
れ
九
人
は
吉
原
|重
俊
《

レげと
レ
》で
あ
つ
た
。
サ

ン
ド

と
い
ふ
英
人
が
非
常

に
斡
旋
し
九
結
果
,某
銀
行
が
貸
付
を
諾
す
る
ま
で
に
交
渉
が
纏
ま

っ
た
の
で
,サ

ン
ド
は

と

吉
原
を
拌
う
て
銀
行

へ
往
か
ん
と
す
る
と
、
吉
原
は
意
外
な
問
を
發
し
た
。
そ
れ
は
|龍
動
《

ロンド
ン
》の
何
處
か
に
日
本
疊
冖

が

一
枚
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
の
で
、
サ
ン
ド
は
無
い
と
い
ふ
と
、
然
ら
ば
布
の
敷
物
は
あ
る
か
と
い
ふ
の
で
、

そ
れ
は
あ
る
と
の
答
を
得
た
。
吉
原
は
更
ら
に
|榊
《
さか
き
》
と
い
ふ
樹
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
と
問

ふ
の
で
、
サ

ン
ド
は
奇

問
の
續
發
に
不
審
を
抱
き
,
今
大
切
な
揚
合
そ
ん
な
も
の
を
搜
し
て
何

に
す
る
の
だ
と
問

ふ
と
、
吉
原
は
爰
に

　
　
　
　
意

外

録
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四
七
〇

初
め
て
本
音
を
吐
き
、
折
角
容
易
な
ら
ぬ
お
骨
折
で
今
日
事
が
成
る
ま
で
に
蓮
ん
だ
所

へ
、
本
國
政
府
よ
り
見
宀

合
す
べ
し
と
の
電
報
が
來

た
の
で
如
何
に
も
面
目
が
無
い
。
私
も
武
士
の
流
を
汲
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
刄
,

・の
意
を
決
し
て
ゐ
る
。
先
刻
有
無
を
お
蕁
ね
し
た
も
の
は
皆
割
腹
の
際
必
要
の
も
の
で
、
そ
れ
を
銀
行

へ
持
込
.

み
、
違
約
の
罪
を
謝
し
九
上
で
、
直
ち
に
自
刄
を
逑
げ
ん
と
す
る
積
り
と
、
固
く
意
を
決
し
て
ゐ
る
樣
子
で
あ

る
の
で
、
サ
ン
ド
も
幽
外
の
事

に
驚
き
、
這
般
の
行
違
ひ
は
國
際
聞
に
は
間
々
あ
る
事
、

コ
レ
式
の
事
で
身
を
.

果
す
な
ど
は
君
の
爲
め
に
取
ら
ぬ
。
全
體
郷
に
入

つ
て
は
郷
に
從

は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
英
國
で
は
國
法
で
自
,

殺
を
禁
じ
て
ゐ
る
。
君
は
英
國

に
在
る
限
り
其
法
律

に
背
く
こ
と
は
出
來
ぬ
と
、
理
を
蓋

し
て
諫
め
弛
の
で
、

吉
原
も
已
む
な
く
決
意
を
翻
し
た
と
い
ふ
が
、
日
本
武
士

に
は
珍
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
が

ら
、
明
治
十
五
年
に

も
な
つ
て
外
國
に
使
し
た
も
の
に
斯
る
武
士
魂
が
現
は
れ
た
の
は
意
外
と
も
云
ひ
得
よ
う
。
外
人
か
ら
見
て
は
、

.爾
更
ら
意
外
の
事
で
あ
つ
た
ら
う
。
併
し
こ
ん
な
事
が
日
本
人
の
信
義
を
あ
ら
は
し
て
財
界
で
も
評
判
が
よ
い

と
、
久
し
く
英
佛
に
財
務
官
た
り
し
森
賢
吾
氏
か
ら
聞
く
が
ま

・
こ

・
に
收
め
る
Q

　

私
の
友
人
で
徳
川
慶
喜
公
に
草
履
を
取
ら
せ
た
者
が
あ
る
。
勿
論
慶
喜
公
が
將
軍
を
辭
さ
れ
て
か
ら
後
の
事

で
あ
る
が
、
明
治
五
六
年
頃
か
、
上
野
の
不
忽
池

に
競
馬
の
あ
つ
た
頃
、
慶
喜
公
も
觀
覽
席
に
居
ら
れ
た
が
、
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其
の
棧
敷
の

一
投
上
の
席

に
、
當
時
ま
だ
三
四
歳
の
小
兒
で
あ
つ
た
、
私
の
友
入

は
親
に
作

は
れ
て
觀
覽
し
て

ゐ
た
。
そ
の
際
誤
つ
て
穿
い
て
ゐ
た
草
履
の

一
聿
を
、
下
な
る
公
の
席

へ
落
し
九
所
、
公
は
み
つ
か
ら
そ
の
草

履
を
取
つ
て
、
こ
の
小
兒
に
は
か
せ
て
や
ら
れ
た
。

こ
の
小
兒
と
い
ふ
は
、
早
稻
田
大
學
の
教
授
松
李
康
國
氏

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

九
　

似
顏

付

ナ
イ

ン
　

大
根

の
極

印

　
書
家
下
村
觀
山
氏
が
前
年
外
國
に
遯
ん
だ
時
、
銀
行
で
金
を
請
取
る
に
、
日
本
で
印
を
押
す
蝪
合
に
流
石
は

叢
家
だ
け
工
夫
が
あ
つ
て
、
印
の
代
り
に
自
分
の
似
顏
を
描
き
、
そ
の
下
に
署
名
し
た
。
勿
論
倉
卒
の
筆
で
鳥

朋
繪
の
樣
な
者
で
は
あ
る
が
、
よ
く
省
て
居
る
か
ら
、
此
の
花
押
が
到
る
處
逋
り
が
よ
か
つ
池
と
い
ふ
。
實

は

こ
れ
程
確
か
な
花
押
は
無
い
.)
己
れ
の
肯
像
を
叢
く
の
で
あ
る
か
ら
、
其
人
の
面
貌
が
わ
か
る
の
み
で
な
く
、

其
筆
者
が
書
家
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
わ
か
る
道
理
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
意
外
な
花
押
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら

鴨
り

o

　
私
に
は
聊
か
印
癖
が
あ
る
所
か
ら
、
方
々
よ
り
印
や
印
譜
を
贈
る
人
が
い
く
ら
も
あ
る
、
あ
る
時
尾
州
出
身

　
　
　
　
意

外

録
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四
七
二

の
赤
堀
又
次
郎
氏
が
、
風
呂
敷

に
何
か
大
き
な
も
の
を
包
ん
で
携

へ
來
り
、
君

は
印
が

お
好
き
だ

か
ら
之
れ
を

差
上
げ
る
と
い
ふ
。
偉

い
大
き
な
印
で
あ
る
ナ
と
思
つ
て
開
け
て
見
る
と
,
意
外
に
も
大
根
が
現
は
れ
出
た
。

よ
く
見
る
と
、
此
の
大
根
に
黒
肉
で
印
が
捺
し
て
あ
つ
た
。
赤
堀
氏
の
云
ふ
に
は
、
|宮
重
《

み
やレ
ぴ
》大
根
は
舊
藩
の
時
か

ら
將
軍
家

に
獻
上

に
な
る
の
で
、
い
ろ
く

や
か
ま
し
い
規
定
が
あ
つ
て
、
今
で
も
此
大

根
に
は
必
ら
す
極
印

を
捺
す
こ
と
に
な
つ
て
居
る
、
即
ち
こ

・
に
捺
し
て
あ
る
の
が
そ
れ
だ

と
聞
い
て

一
笑

し
江
。

一
〇

潔

癖

と

勘

違

ひ

　
越
前
の
春
嶽
公
は
非
常
な
潔
癖
家
で
あ
つ
た
。
厠
は
不
淨
の
揚
所
だ
と
云
ふ
の
で
、
寒

中
と
雖
も
赤
裸
と
な

つ
て
入
る
を
例
と
せ
ら
れ
た
。
潔
癖
も
爰

に
至
つ
て
は
極
端
で
、

一
寸
眞
實

と
受
取
れ
ぬ
程
の
話
で
あ
る
が
、

永
く
公
の
小
姓
を
勤

め
た
佐
藤
誠
氏
と
云
ふ
人
の
直
話
で
あ
る
o
又
維
新
の
當
時
司
法
卿

で
あ
つ
た
、
大
木
喬

任
卿
は
豪
放
な
性
質
で
、
何
う
か
す
る
と
倨
傲
の
譏
り
も
受
け
た
程
で
、
覇
氣
滿
々
池
る
人
物
で
あ
つ
た
。
斯

樣
な
性
質
か
ら
か
、
但
し
は
潔
癖
の
爲
め
か
、
此
人

に
は
他
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
奇
行
が

あ
つ
た
。
紅
葉
館
の

女
中
の
語
る
所
に
依
る
と
、
卿
が
醉
つ
て
便
所

へ
行
く
と
、
必
ら
す
手
を
拍
つ
て
女
中
を
呼
び
、
之
れ
に
命
、じ



て
陽
物
に
水
を
か
け
さ
せ
て
拭
か
せ
た
と
云

ふ
事
で

「、何
う
も
之
れ
に
は
困
り
ま
し
た
」

と
女
中
は
語
つ
た
。

　
同
じ
や
う
な
意
外
話
が
今

一
つ
あ
る
。
獨
逸

か
ら
某
醫
學
博
士
が
來
遊
の
折
、
我
醫
界

の
大
家
が
花
屋
敷
の

常
盤
屋

へ
迎

へ
て
饗
應
を
し
た
。
其
際
此
外
國
人
が
便
所

へ
ゆ
き
、
事
果
て

・
出
で
ん
と
す
る
と
、
老
脾
が
柄

杓
に
水
を
汲
ん
で
佇
立
し
て
ゐ
た
つ
外
人

に
は
厠
に
上
つ
て
手
を
洗
ふ
慣
習
が
無
い
か
ら
、
何
故
水
を
把
つ
て

待

つ
て
ゐ
る
か
"
分
ら
す
、
思
案
め
末
、
必
定
陽
器
を
洗

ふ
の
で
あ
ら
う
と
、
ボ
タ
ン
を
外

し
て
老
嬶
の
前
に

露
は
す
と
,
意
外
の
事
に
老
婢
は
笑
ひ
崩
れ
た
の
で
、
外
人

は
怫
然
と
し
て
怒
り
、
席

に
戻

つ
て
其
の
無
禮
を

詰
る
の
で
、
圭
人
側
も
驚
き
、
種
々
穿
鑿
の
末
、
行
違
ひ
が
分
つ
た
の
で
、
漸
や
く
外
人
を
な
だ
め
た
。
此
事

も
常
盤
屋
の
婢
の
直
話
で
あ
る
。瑠

蜒
の
液
　
物
騷
な
媚
藥

　
|囓
蜒
《

な
めく
ぢ
》と
い
ふ
、
ぬ
ら
く

し
た
蟲
は
、
濕
地
に
多
く
見
る
も
の
で
あ
る
が
,
こ
れ
が
意
外
の
液
の
持
主
で
あ

る
。
尤
も
よ
く
剣
れ
て
ゐ
る
事
實

は
、
獰
猛
な
る
蛇
か
此
の
蟲
に
出
遇
ふ
と
恐
れ
入
つ
て
、
必
ら
す
す
く
ん
で

仕
舞
ふ
。
北
ハの
恐
る

・
も
道
理
で
あ
る
、
此
蟲
が
蛇
の
體

に
一
旦
取
り
つ
く
と
、
ど
う
あ
つ
て
も
離
れ
す
、
粘

　
　
　
　
意
　
外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
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三
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四
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液
を
體
内

か
ら
出
し
て
、
ぐ
に
や
く

蛇
の
體
の
上
を
匍
匐
し
つ
、
あ
る
く
。
或
は
時
に
此
液
を
垂
ら
し
な
が
、

ら
、
若
干
の
距
離
を
飛
ん
で
他
の
部
面
を
冒
す
こ
と
も
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
此
の
液
で
濕

う
九
蛇
の
體

嫉
看

る
看
る
融
解
し
て
、
終
に
は
全
く
骨
の
み
を
殘
す
に
至
る
。
こ
れ
は
多
く
の
人
が
目
転
し
て
ゐ
る
茎
實
で
,
い

ろ
い
ろ
の
本
に
も
書
か
れ
て
ゐ
る
。

全
體
此
の
液
に
は
如
何
な
る
化
學
的
成
分
が
あ
る

の
か
、

私
は
李
生
之

れ
を
意
外

に
思
う
て
ゐ
る
。
筒
ほ
意
外
と
す
る
の
は
、
此
液
は
單

に
蛇
身
を
融
解
す
る
作

用
が
あ
ろ
の
み
で
な

く
、
種
炬
の
作
用
が
あ
る
。
工
藝
家
が
象
牙
に
加
工
す
る
揚
合
に
、
こ
れ
を
和
げ
て
餅
の
如
く
す
る
必
要
の
あ

る
時
は
、
瑠
蜒
を
煎
じ
て
、
牙
を
そ
れ
に
濡
せ
ば
、
牙
は
自
在
に
な
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
又
陶
器
に
|孔
《
あ
㌃
》を
明

け
る
揚
合
な
ど
も
、
錐
の
尖
頭

へ
此
の
液
を
塗
れ
ば
、
苦
も
な
く
孔
が
穿
て
る
と
云
う
て
ゐ
る
。
工
藝
冢
に
は

誠
に
大
切
な
材
料
で
、
昔
は
之
れ
を
祕
慱
と
し
九
,
亨
保
九
年
入
江
貞
矯
の
著
し
九

「
百
工
祕
術
」
の
内

に
左

の
記
事
が
あ
る
。
皆
な
蟷
蜒
の
液
の
意
外
.の
作
用
を
爲
す
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

　
　
器
工
門
。
角
や
象
牙
を
軟
か
に
す
る
祕
法
」
今
こ

・
に
祕
中
の
祕
を
|見
《
あ
ら
》は
す
、
ま
つ
角
を
鮫
に
て
お
ろ
す

　
　
な
り
と
も
鐵
鍛
に
て
な
り
と
も
九

斗
き
く
だ
き
て
鍋
に
入
れ
、
水
見
合
に
入
、
蠕
蜒
を
數
十
條
入
れ
て
よ

　
　
く
よ
く
煮
る
べ
し
.
も
し
と
け
ざ
る
内
に
水
干
ば
、
別
に
湯
を
沸
し
置
き
、
こ
れ
を

さ
す
べ
し
、
如
此
す

㎞



ザ

　

れ
ば
、
後
、
糊
の
熟、〕と
く
解
る
も
の
也
、
も
し
少
し
か
た
め
餅
の
熟、し
と
く
し
て
細
工

せ
ん
と
お
も
は
w
、

　

し
ば
し
置
く
べ
し
、
堅
く
な
る
な
り
、
い
か
や
う
の
細
工
に
て
も
出
來
る
も
の
な
り
、
急
に
か
た
め
ん
と

　

お
も
は
い
、
甘
草
水
に
て
よ
し
。

　

盆
山
庭
石
等
刻
九
る
を
繼

ぐ
法
。

盆
山
庭
石
等
の
わ
れ
た
る
を

つ
ぐ
事
、

漆

に
う
ど
ん
の
粉
ま
ぜ
つ
け

　
ば
、

つ
が
る

、
物
な
れ
ど
も
、
繼
目
み
ゆ
る
も
の
に
て
見
ぐ
る
し
、
瑠
蜒
の
|涎
《
ぬ
主
》り
に
て
つ
ぐ
べ
し
、
水
に

　
入
て
も
は
な
れ
す
、
つ
ぎ
め
.見

へ
す
し
て
よ
し
。

　
茶
碗
な
ど
を
つ
ぐ
に
も
、
囓
蜒
に
し
く

は
な
し
。

　
磁
器
類
の
穴
を
穿
,
ま
九
は
心
の
ま

・
石
切
り
製
.す
る
術
。
磁
器
の
類
、
穴
を
|穿
《
あく
》る

に
、
世
に
つ
た

へ
云

　

ふ
は
、
|艾
葉
《

も
ぐさ
》に
て
灸

三
五
す
へ
て
後
、
き
り
に
て
あ
く
る
と
あ
り
諭
こ
れ
に
て
穴
あ
く
も
の
に
あ
ら
す
、

　
極
傳
授
あ
り
、
夏
月
極
暑

ρ
時
、
杉
の
木

に
て
錐
を
こ
し
ら

へ
、
此
錐
に
鰡
蜒
を
さ
し
逋
ん
、
炎
口
に
干

　

べ
し
、
か
は
き

つ
く
も
の
也
、
此
き
り
に
て
穴
を
あ
く
べ
し
、
心
や
す
く
穴
あ
く
也

、
ま
た
鋸
小
刀
の
類

　
も
こ
し
ら

へ
、
こ
れ
に
蟷
蜒
を
干
付

べ
し
、
何
樣
の
磁
器
に
て
も
切
れ
る
な
り
、
疑

し
き
事
に
あ
ら
ず
。

さ
て
蟷
蜒
を
作
る
法
と
し
て
、
下
卷
雜
工
の
部
に
特
に

一
節
を
載
せ
て
、
左
の
如
く
云
う
て
ゐ
る
。
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外
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一
、
鰡
蜒
を
作
る
に
は
、
|芦
《
}『㌧
》を
繩
に
て

一
抱
し
め
て
、
|盤
《
た
らひ
》
に
水
を
入
て
、
そ
れ
ム
丶
芦

の
切
口
を
そ
ろ

へ
、

　
　
水
に
ひ
た
し
、

一
夜
置
く
べ
し
、
明
旧
芦
を
見
れ
ば
、
鰡
蜒
あ
る
も
の
也
。

　
こ
れ
も
亦
不
思
議
の
感
が
あ
る
。
本
草
な
ど
を
調

べ
た
ら
、
相
當
の
解
も
あ
ら
ん
が
、
今

は
唯
だ
事
實
を
録
冖

す
る
の
み
で
あ
る
。

　
支
那
ほ
ど
性
慾
を
助
け
る
媚
藥
の
多
く
工
夫
さ
れ
て
ゐ
る
處
は
な
い
Q
隨
分
迷
信
か
ら
起
つ
て
ゐ
る
も
の
も
・

あ
る
か
ら
、
案
外

に
思
ふ
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「
三
國
志
」
で
名
の
高
い
蜀
の
所
在
地
四
川
省
に
は
、

縮
陰

病
が
流
行
す
る
と
い
ふ
が
、
之
れ
に
就
て
工
夫
さ
れ
た
藥

は
、
滋
強
的
の
草
根
木
皮
を
取

り
合
は
し
て
あ
る
こ

と
は
勿
論
だ
が
、
こ
れ
に
一
祕
劑
が
調
合
さ
れ
て
ゐ
る
Q
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
と
、
綿
火
藥

の
如
き
爆
發
性
を

有
し
て
ゐ
る
も

の
だ
と

云
ふ
。

之
れ
を
用
ゐ
る
譯
は
、

爆
發
力
を
以

つ
て
陽
器
を
鼓
舞

か
る
趣
向
で
あ
ら
う

が
、
支
那
人
ほ
ど
意
外
な
工
夫
を
す
る
も
の
は
無

い
Q

　
　
　
　
　
　
　
　

=

口　

力

士
を
向

う
に

廻
し

て
　

森
林

意

匠

の

一
室

意
外
の
人

に
意
外
の
腕
力
が
具
つ
て
居
る
。
中
上
川
彦
次
郎
氏
は
福
澤
翁
の
姪
で
、
實
業
家
と
し
て
知
ら
れ



た
が
、
此
人

の
腕
力
は
非
常
の
も
の
で
、
曾
て
常
陸
山
と
腕
押
を
遣
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
無
論
捷
利
は
常
陸
山

に
歸
し
た
が
、
兎
も
角
對
抗
す
る
丈
の
力
が
あ
つ
た
。
又
大
阪
の
大
儒
中
井
竹
山
も
異
常
の
腕
力
家
で
、
谷
風

と
京
都
の
或
る
酒
席
で
會
し
た
時
、

一
つ

「
|枕
挽
戲
《

まく
らび
き
》」
を
行
つ
て
見

よ
う
と
竹
山
か
ら
言
ひ
出
し
た
。
谷
風
は

内
心
嘲
り
な
が
ら
言
ふ
が
儘

に
や
つ
て
見
る
と
、
此
學
者
な
か
ノ
丶

強
い
。
た
う
と
う
双
方
勝
負
が
付
か
す
、

枕
の
方
が
破
れ
て
了
つ
た
。
夫
で
も
竹
山
の
手
は
枕
か
ら
離
れ
な
か
つ
た
と
言
ふ
。

　

淡
島
椿
岳
と
云
ふ
人
物
は
、

一
種
の
|拗
戻
者
《

す
ね
も
の
》で
、
極
め
て
奇
行
の
多
い
人
で
あ
つ
た
。
然
し
中
々
面
白
い
叢

葱
書
き
、
ど
こ
か
超
脱
し
た
處
の
あ
る
、
仙
人
じ
み
た
性
格
の
人
で
あ
つ
た
。
此
人
の
家

に
意
外
な
構
造
の
室

が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
窓

一
つ
な
く
、
白
晝

で
も
眞
暗
な
室
で
あ
る
が
、
よ
く
見
る
と
、
四
壁
に
椿
岳
の
筆
で
大

木
の
杉
が
凄

い
樣

に
一
杯

に
描
か
れ
、
室
の

一
隅
に
圓
形
の
穴
が
穿
つ
て
あ
つ
て
、
其
處
か
ら
差
入
る
薄
暗
い

光
線
で
四
壁
の
杉
の
囲
が
見
え
る
様
に
な
つ
て
居
る
。

匸此
室
に
入
る
と
、
恰
も
森
林

の
中

に
這
入
つ
て
月
影
の

僅
か
に
洩
る

・
を
望
む
の
感
が
あ
り
、
そ

い
う
に
人
を
し
て
凄
愴
の
感
に
堪

へ
ざ
ら
し
む
る
。
此
點
が
即
ち
椿

岳
の
意
匠
の
存
す
る
所
で
、
生
前
に
は
、
こ

・
で
坐
彈
を
や
つ
た
と
云

ふ
こ
と
だ
。

意
　
外
　
鐘

四
七
七

唖
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昌
　
攝
津
大
椽
の
喉
　
美
男
の
吉
良
上
野
介
　
三
人
の
林
權
助

大
阪
の
鮗

攝
津
藻

害

聲
の
美
を
以
て
淨
鑼

界
に
鳴
つ
参

、
羹

夫
に
は
餘
り
聾
が
好
過
ぎ
る
所

か
ら
・
澁
味
を
つ
け
る
に
餘
程
苦
心
し
弛
。
併
し
ど
う
し
て
も
澁
味
が
つ
き
兼
ね
仁
、
已

む
な
く
聲
の
長
う
續

く
特
長
を
利
用
し
て
、

一.種
他
人
の
擬
し
得
ざ
る
節
を
工
夫
し
.
終
に
大
名
を
愽
し
た
。
,攝
津
の
晩
年
に
或
る

醫
學
愽
士
が
、
此
人

の
聾
に
不
審
を
抱
き
、
攝
津
に
請
う
て
喉
の
檢
査
を
試
み
た
こ
と
が

あ
る
。
然
る
に
果
し

て
喉
部
に
備
は
る
瓣
は
女
子
の
と
同

一
で
あ
る
こ
と
を
發
見
し
九
と
い
ふ
。
此
事

は
八
九
年
前
浪
花

に
於
て
攝

津
門
下
の
人
よ
り
自
分
の
親
し
く
聞
い
九
話
で
あ
る
。

　
吉
良
上
野
介
と
云

ふ
人

は
、
赤
穗
義
士
の
評
判
が
無
暗
と
よ
い
爲
め
に
、
繪
な
ん
ど
に
は
獰
悪
な
醜
男
子
に

霞

か
れ
て
ゐ
る
が
、
此
人
實
際
は
非
常
な
美
男
子
で
、
若
い
時
分
に
は
田
舍
源
氏
に
あ
る
光
氏
も
宜
し
く
と
云

ふ
位
な
美
貌
の
人
で
あ
つ
た
と
云

ふ
こ
と
が
近
頃
分

つ
た
。
曾
て
吉
良
家

の
菩
提
寺
た
る

三
州
片
岡
山
花
藏
寺

に
偉
つ
て
ゐ
る
上
野
介
|義
央
《

よ
しな
か
》の
木
像
の
冩
眞
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
事
實
其
逋
り
で
あ
る
。

　
歴
史
上
に
は
往

々
意
外
の
こ
と
の
あ
る
者
で
、
昔
慶
長
頃
に
鳥
居
光
忠
の
家
來
で
、
關

ケ
原
の
戰
爭
に
伏
見

(

誌



}

㎝一へ一㎝}一…門門}一～へ　}へ}、

の
城
を
枕
に
し
て
自
殺
し
惷

臣
に
林
權
助
と
云

ふ
人
が
あ
る
、
其
時
同
じ
ー
忠
死
し

た
其
子
は
叉
三
郎
と
云

・り
た
が
、
咀
治
戊
辰
の
役
に
、
矢
張
り
伏
見
の
戰
爭
に
林
權
助
と
云

ふ
人
が
あ
つ
て
、
葦

も
究

又

三
郎
と

云
、り
た
が
、
.父
孟

ハ
に
戦
死
窪

げ
た
。
明
治
と
厩
長
と
は
三
百
年
も
隔
つ
て
居
る
が
、
同
じ
名
の
父
子
が
同

じ
土
地
に
戰
つ
て
、。
同
じ
蓮
命
に
殪
れ
た
と
云
ふ
の
は
實

に
奇
縁
で
あ
る
。
然
る
に
此
前
後

の
林
權
助

は
矢
張

り
同
じ
血
統
の
者
で
有
る
と
云
ふ
か
ら
愈

よ
妙
だ
。
吾
が
外
交
界
に
人
も
知
る
林
權
助
と
云

ふ
人

も
勘
調
べ
て

見
る

に
、
矢
張
り
・慶
長
の
林
權
助
の
後
裔
で
あ
る
と
云
ふ
も
奇
だ
り

㎜
四
　

一
切
經
を
諳
ん
じ
又
手
寫
す

　
佛
教
隆
盛
時
代
に
精
力
維
暫
の
僭
が
輩
墨
し
弛
こ
之
は
珍
ら
し
く
も
な
い
事
だ
が
、
中
に
は
意
外
な
僭
が
ゐ

た
。
建
仁
寺

の
|榮
西
《

え
いさ
い
》灘
師
の
法
弟
で
、
釋
良
鮪
と
い
ふ
は
、
安
覺
と
號
し
、
亦
色
定
と
も
い
う
た
。
此
人
宋
に

入

つ
て
ヤ
十
年
の
間
に
、

一
切
經
全
部
を
諳
誦
し
て
歸
つ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
此
事

は

「
鶴
林
玉
露
」
の
著

者
羅
景
綸
が
,
暴

の
ま

、
を
其
書
に
書
い
て
居
る
。
あ
れ
ほ
ど
大
部
の
經
を
諳
誦
し
を

い
ふ
筈

今

に
類

が
な
い
。
然
る
に
意
外

は
之
れ
に
止
ま
ら
ぬ
。
此
繪
は
蹄
朝
後
、

一
切
經
全
部
の
手
寓
を
企

て
た
が
㌃
こ
れ
も

　
　
　
　
意
外
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瞳
究
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成
功
し
た
。
印
ち
文
治
元
年

二
丹
十
九
日
か
ら
筆
を
著
け
始
め
て
、
承
元
三
年

ご
月
十
六
日
に
業
を
卒

へ
、
六

千
卷
の
手
窮
が
成

つ
た
。
此
時
五
十

一
歳
で
、
實

に
三
十
年
の
歳
月
を
費
し
た
の
で
あ
る
」
此
の
筆
寫

は
、
寺

に
在
る
時
の
み
の
仕
事
で
な
く
、
|行
脚
《

あんぎ
や
》游
歴
の
時
も
必
ら
す
筆
紙
を
携
帶
し
、
族
舍
に
於
て
は
勿
論
、
野
宿
の

時
で
も
舶
中
で
も
、
荷
く
も
暇
さ

へ
あ
れ
ば
書
き
つ
い
け
て
、
終
に
其
の
業
を
卒

へ
た
と
あ
る
が
、
此
經
の
幾

許
か
が
今
獪
筑
前
の
|宗
像
《

むな
かた
》神
祠
に
存

し
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
筆
・冩
の
年
月
日
と
地
名

と
が
記
さ
れ
て
あ

る
と
、
北
條
霞
亭
の
隨
筆
に
見
え
て
ゐ
る
」

朔
五
　
十
里
の
問
に
三
百
餘
の
關
所
　
肚
寺
の
商
賣

　
昔
し
交
通
が
開
け
な
か
つ
た
時
、
旅
客
が
如
何
に
不
便
を
感
じ
た
か
、
幾
ん
ど
想
像
に
餘
…る
位
で
あ
る
が
、

當
時
交
通
の
不
便
と
い
ふ
は
、
道
路
が
無
い
と
か
、
不
完
全
で
あ
る
と
か
、
般
車
の
乘
物
が
な
い
な
ど
い
ふ
ば

か
り
で
な
く
,,
嚴
し
い
關
所
が
要
衝
に
多
く
設
け
ら
れ
て
、
そ
れ
が
少
か
ら
ず
族
客
を
惱
ま
し
た
。
此
の
關
所

は
、
徳
川
時
代
に
於
て
は
警
備
の
爲
め
に
し
た
の
だ
が
、
中
世
忙

は
、
通
行
税
を
徴
す
る
目
的
で
大
名
や
豪
族

や
寺
肚
な
ど
が
設
け
た
關
所
は
意
外
に
多
か
つ
た
の
に

一
驚
を
喫
す
る
。
今
泉
澄
氏
の
著

書
に
據
る
と
、
淀
川
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十
里
の
間
だ
け
に
三
百
幾
十
个
所
の
關
所
が
あ

つ
た
と
い
ふ
。
僅
か
十
里
の
間
に
三
百
幾

十
个
所
停
船
を
要
す

る
所
が
あ
り
、
そ
れ
み
丶
に
若
干
の
逋
行
税
を
拂
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
を
思

ふ
と
、
當
時
旅
行
の
不
便

は
全
く
想
像
外
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は

一
例
で
、
各
地
共
に
大
同
小
異

の
事
が
あ
つ
た
と
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
昔
し
寺
院
や
紳
肚
が
其
の
收
入
を
圖
る
た
め
に
軌
道
を
逸
し
た
行
爲
の
あ
つ
た
こ
と
は
隱
れ
も
な
い
が
、
併

し
事
實
に
徴
す
る
と
、
行
き
過
夢
方
が
餘
り
に
甚
し
い
の
で
、
意
外
の
感
を
起
さ
し
め
る
。
今
泉
澄
氏
の
著
述

に
據
る
と
、京
都
の
祗
園
肚
で
は
綿
、筥
崎
紳
肚
で
は
油
、
攝
津
の
今
宮
で
は
魚
と
い
ふ
や
う
に
、
|座
《
ざ
》を
設
け
て

特
權
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
σ
こ
れ
な
ど
は
多
分
商
人
が
便
宜
上
紳
瓧
を
中
心
と
し

て
其
の
保
護
の
下
に

商

業
を
營
ん
だ
も
の
と
も
見
ら
れ
、
神
肚
直
接
の
營
業
で
な
い
や
う
だ
が
、
寺
院
が
自
か
ら
商
業
を
營
ん
だ
例

が
少
か
ら
ず
あ
る
。
天
野
の
酒
、
范
明
寺
の
|糒
《

ほレ
いひ
》
、
大
幅
寺
の
納
豆
、
昆
陽
寺
の
蒟
蒻
、
新
善
光
寺
の
扇
な
ど
は

特

に
著
名
で
あ
つ
た
。
中
に
就
て
耳
立
つ
の
は
酒
の
製
造
で
あ
る
が
、
昔
し
近
江
の
|百
濟
寺
《

く
だ
ら
り
》、
河
内
天
野
の
金

剛
寺
の
酒
が
拔
群
の
譽
高
く
、
秀
吉
も
之
れ
を
愛
用
し
て
、
吟
味
精
製
す
べ
き
や
う

一
山

に
命
じ
た
こ
と
さ

へ

あ

る
。
葷
酒
山
門
に
入
る
を
禁
じ
て
ゐ
る
寺
で
酒
を
製
造
す
る
と
い
ふ
は
意
外
で
あ
る
。
延
暦
寺
が
質
屋
業
を

京
都
に
營
ん
だ
こ
と
や
、
高
野
山
の
僭
が
行
商
を
し
た
こ
と
な
ど
も
隱
れ
も
な
い
こ
と
で
、
藥
な
ど
を
持
ち
歩
い

　
　
　
　
意

外
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四
八
二

・た
の
は
僭
に
ふ
さ
は
し
い
と
も
云
ひ
得
よ
う
が
、
呉
服
類
ま
で
竜
行
商
し
た
の
は
行
り
過
ぎ
で
、
京
都
邊
で
は

此
の
|高
野
聖
《

かう
やひじ
り
》の
行
動
を
卑
め
て

「
マ
イ
ス
」
(賣
子
)
と
呼
ん
だ
。

鬮
六
　
淨
浪
者
の
牛
面
　
悪
所
の
希
覯
本

　
瓧
曾
の
暗
黒
面
に

は
意
外
の
事
の
あ
る
の
が
寧
ろ

逋
例
で
あ
る
。

長
く
浮
浪
者
の
實
駅
を
調
査
し
つ

・
あ

る
、
草
間
八
十
雄
氏
か
ら
聞
い
た
話
の
内
に
、
彼
等
淨
浪
者
の
内
に
も
お
の
つ
か
ら
頭
領
が
あ
り
、
其
の
統
牽

の
下
に
立
た
ね
ば
生
存
が
出
來
ぬ
、
そ
し
て
其
の
頭
領
に
大
隈
の
|諢
名
《

あ
だ
な
》が
付
い
て
ゐ
る
、
|勿
《

し
》

論

一
脚
を
失
つ
た

不
具
者
だ
か
ら
此
の
諢
名
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、,
斯
る
暗
黒
面
に
大
隈
の
名
を
聞
く
の
も
意
外
で
あ
る
。
責
春

乞
食
の
内
に
は
加
藤
き
ん
と
い
ふ
が
あ
る
。
こ
れ
は
|吉
《

、
、
》

原
土
堤
に
出
沒
し
て
懷
ろ
の
室
疎
な

ヒ
ャ
カ
シ
客
の
歸

途
を
誘
拐
す
る
の
で
、「,土
堤
の
お
き
ん
」が
通
り
名
と
な

つ
て
ゐ
る
。
其
年
齒
は
六
十
を
越

え
る
高
齢
で
,密
賣

七
十
二
犯
と
聞
い
て
は
、
こ
れ
も
意
外
の
内
に
數

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
が
好
ん
で
塵
溜
場
を
夜
間
の
塒
に
選

ぶ
と
い
ふ
も
意
外
だ
が
、
堆
積
の
塵
埃
は

一
種
の
醗
酵
作
用
を
起
し
て
温
熱
を
生
ず
る
と
聞
け
ば
、
こ

・
を
寢

心
地
の
よ
い
ベ
ッ
ド
と
す
る
も

一
理
な
い
で
は
な
い
。
淺
草
觀
音
堂
境
内
を
貰
ひ
の
揚
所

と
す
る
淨
浪
者
の
内

朴
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に
は
、

千
住
邊
か
ら
通
ふ
も
の
が
多
く
、

そ
れ
が
或
る
所
で

襤
褸
の
服
と
着
替

へ
る

と
い
ふ
の
も
意
外
で
あ

る
。
彼
等
の
内
に
は
な
か
ノ
丶
富
饒
の
も
の
も
あ
つ
て
、
或
る
頭
領
株
は
貳
千
圓
の
金
を
貯
蓄
し
て
ゐ
る
と
云

ふ
も
意
外
で
あ
る
。
|落
合
《

お
ち
あひ
》邊
に
|集
《
す
く
》ふ
乞
食
連
で
時
に
洋
食
を
注
文
す
る
者
が
あ
る
と
い
ふ
も
意
外
だ
が
、
流
石

に
洋
食
店
は
其
の
榮
に
持
蓮
ぶ
こ
と
を
欲
し
な
い
所
か
ら
、
或
る
民
家
に
頼
み
、
そ
こ
ま
で
蓮
ば
せ
る
と
聞
い

て
、
亦
復
意
外
の
思
を
な
し
た
。

　
昔
し
芳
原
の
繁
昌
時
代
に
、
玉
屋
と
云

ふ
遊
女
屋
に
不
似
合
な
貴
重
書
が
傳
は
つ
て
あ
つ
た
。
そ
れ
は
永
碌

頃

の
鈔
本
日
本
紀
で
あ
る
。
其
道
の
學
者
達
は
こ
れ
を
切
り
に
見
た
が

つ
た
も
の
で
あ

る
が
、
何
分
揚
所
柄
だ

け
に
見
せ
て
貰

ふ
に
困
難
し
た
。
故
人
小
杉
糧
邨
博
士
な
ど
の
若
い
頃
に
は
是
非
其
の
本
を
見
た
い
と
云
ふ
の

で
、
學
者
同
士
聯
合
し
て
玉
屋

へ
登
樓
し
、
敵
娼
を
語
ら

つ
て
主
八
に
懇
講
に
及
ん
だ
結
果
、
美
事
見
せ
て
貰

つ
た
と
云
ふ
話
が
あ
る
。
砦

嵐量

な
霧

は

「玉
屋
杢

と
言
は
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
貔

新
の
始
め
政
府
㌔

秘
灘

楓

が
各
方
面
か
ら
史
書
を
蒐
め
た
時
借
出
さ
れ
た
き
り
、
逑
に
戻
ら
ず
じ
ま
ひ
に
な

つ
た
と
も
云
ふ
。

醐
七
　
牛
峯
博
士
と
紙
　
詩
版
を
薪
と
す

意
　
外

録

四
八
三
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四
入
四

　
自
分
は
古
今
の
紙
を
集
め
て
紙
の
變
遷
の
研
究
を
企
て
た
こ
と
が
あ
つ
た
、
先
頃
あ
る
同
人
の
席
で
此
話
が

出
る
と
、
座
に
高
田
博
士
も
ゐ
て
意
外
の
事
を
育
ひ
出
し
た
。
俺
も
洋
行
中
厠
に
行
く
毎
に
不
淨
紙
を
集
め
て

見
た
。
國
々
に
よ
り
色
々
相
違
が
あ
つ
て
、
中
に
は
西
洋
の
製
造
に
係
る
紙
に
、
失
禮
に
も

「
ミ
カ
ド
」
の
名

を
つ
け
て
ゐ
る
の
も
あ
つ
た
。
元
來
不
淨
紙
は
日
本
の

「
さ
く
ら
紙
」
が
受
け
が
よ
く
、

そ
れ
に

「
ミ
カ
ド
」
　
|詳
《

㌢麟
》、

の
名
を
つ
け
た
所
か
ら
、
不
淨
紙
の
名
と
な
つ
た
と
見
え
る
な
ど
の
話
が
出
た
。
高
田
博

士
の
如
き
八
が
意
外

な
蒐
集
を
試
み
た
も
の
哉
、
と
事
の
奇
な
る
に
驚
き
つ
・
一
體
何
の
爲
め
に
集
め
た
の
か

と
問
う
た
所
、
親
類

に

「
さ
く
ら
紙
」
の
製
造
を
業
と
し
て
居
る
者
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
參
考
の
爲
め
と
聞
い
て

一
笑
し
た
。

　
明
末
支
那
の
常
熟
縣
に
毛
晋
字
は
子
晋
と
い
ふ
人
が
あ

つ
た
。
此
人
は
十
七
史
其
他
經
書
子
類
を
多
く
精
刻

し
て
名
が
高
い
。
「
汲
古
閣
本
」

と
い
ふ
の
が
即
ち
此
人
の
刻
本
で
あ
る
。

此
人
の
刻
し
た
も
の
で
書
名
の
み

傳
は
つ
て
版
の
亡

び
た
も
の
も
あ
る
が
、

意
外
の
原
因
で
燒
か
れ
た
も
の
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は

「
四
唐
人

集
」
と
い
ふ
詩
集
で
あ
る
が
、
偶

ヌ

「存
亡
考
」
を
讃
ん
で
見
る
と
、
左
の
や
う
に
録
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　
板
巳
作
レ薪
煮
レ茶
、相
傳
,毛
子
晋
有

一
一
孫
↓性
嗜
二茗
飮
噛購
二得
洞
庭
山
碧
羅
春
茶
、虞
山
玉
蠻
泉
水
噛患
レ

　
　
無
二
隹
薪
↓因
顧
二四
唐
人
集
版
一而
歎
日
。以
レ此
作

レ薪
烹
レ茶
、其
味
當
二倍
隹
"也
、途
按
レ日
劈
燒
レ之
,
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こ
れ
に
依
つ
て
見
る
と
、
毛
氏
の
孫
が
煎
茶
を
好
み
、
隹
水
と
隹
茶
を
得
た
が
、
さ
て
隹
薪
の
無
い
の
に
困
し

み
、
父
租
折
角
苦
心
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
合
格
す
べ
き
隹
薪
は

「
四
唐
人
集
」
の
版
木

の
外
は
な
い
と
、
邃

に
劈
い
て
燒
い
た
と
あ
る
。
版
の
亡
び
る
原
因
は
種

々
あ
る
が
、
こ
れ
は
叉
意
外
の
原
因

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
　

擂
槌
ー

燐

寸
i
靴

　
金

城

の
鴟
尾

i

日
光

の
建
築

　
昔
し
江
戸
時
代
に
、
毎
朝
味
囀
を
擂
鉢
で
す
り
こ
な
す
爲
め
、
|擂
粉
木
《

す
りこ
ぎ
》の
減

つ
て
ゆ
く
量
を
積
算
し
、
そ
れ

を
江
戸
中
の
人
家
の
數
に
乘
ず
る
と
、

一
日
で
も
非
常
な
大
木
を
淌
費
す
る
計
算
と
な
る
、
即
ち
江
戸
の
人
は

總
掛
り
で
毎
朝
大
木
を
味
囀
に
和
し
て
喰
つ
て
ゐ
る
に
齊
し
い
と
云
う
た
が
、
個

々
に
就

て
は
少
量
で
も
積
算
、

す
れ
ば
意
外
の
大
數
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
年
外
國
の
新
聞
に
、
或
る
人
が
八
閥

一
代
に
使
用
す
る
|燐
寸
《

ま
つち
》の

數
量
を
計
算
し
た
こ
と
が
あ
る
。
部
ち
烟
草
に
火
を
點
ず
る
た
め
や
其
他
種
々
の
事
で

一
日
使
用
す
る
燐
寸
の

數
を
凡
そ
三
十
本
と
す
る
と
、

一
生
五
十
年
間
に
使
用
す
る
燐
寸
を
、

一
本
の
材
木
に
見
積
れ
ば
三
千
三
百
五

十
立
方
寸
に
當
る
。
此
材
木
の
長
さ
は
人
間
の
身
の
丈
の
三
倍
以
上
も
あ
つ
て
、
到
底

一
入
で
蓮
搬
の
出
來
な

い
程
の
重
量
で
あ
る
。
叉
人
間

一
生
に
穿
く
鞍
の
原
料
を
積
算
し
た
の
を
見
る
に
、

一
年
に
凡
そ
輓
二
足
づ

・

　
　
　

意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
八
五



　
　
　

意

外

録
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

四
入
六

を
穿
く
も
の
と
し
,　
一
足
の
靴
を
作
る
に
牛
皮
二
・五
李
方
尺
を
要
す
る
、

而
る
に

一
疋
の
牛
か
ら
は
僅
か
に
、

三
足
分
の
皮
さ

へ
取
れ
ぬ
か
ら
、
五
十
年
間
の
靴
を
作
る
に
は
三
十
三
頭
の
牛
を
要
す
る
と
あ
る
が
、
意
外
の

大
數
に
上
る
も
の
で
あ
る
。

　
名
古
屋
城
の
金
の
鯱
は
、
實
物
を
見
て
も
可
な
り
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、
さ
て
其
の
實
價
を
積
つ
て
見
る

と
案
外
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
鯱
の
鑵
造
に
使
用
さ
れ
た
黄
金
の
價
が
當
時
小
判
千
九
百
四
十
枚
と
傳

へ

ら
れ
て
居
る
。
之
を
慶
長
小
判
に
換
算
し
て
見
る
と
、

一
萬
七
千
九
百
七
十
五
兩
に
な
り
、
假
り
に
二
十
圓
二

十
八
錢
の
相
場
で
積
つ
て
見
て
も
、
三
百
六
十
五
萬
三
千
三
百
三
十
圓
に
當
る
か
ら
意
外
の
金
高
で
あ
る
。
又

日
光
に
於
け
る
徳
川
氏
の
廟
は
華
麗
の
結
晶
と
も
云
ふ
べ
き
だ
が
、
近
年
建
築
學
者
の
取
調

べ
た
數
字
に
據
る

と
、
陽
明
門
な
ど
は

一
坪
二
十
萬
圓
も
か

・
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
し
か
し
規
模
は
割
合
に
小
さ
く
、
全
部
の
建

築
を
合
せ
て
も
東
京
驛
の
建
築
よ
り
も
小
さ
い
と
は
、
是
れ
も
ま
た
案
外
で
あ
る
。

一
九

地

獄

は

僭

徒

で
滿

員

私
が
長
崎

へ
往
つ
た
時
、
何
よ
り
も
先
き
に
訪
ね
て
見
た
の
は
|黄
蘖
《

わ
うま
く
》の
諸
寺
で
あ
つ
た
。

こ
の
寺
々
は
飽
く
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ま
で
支
那
風
に
建
築
さ
れ
、
毫
も
倭
臭
を
存
せ
ざ
る
所
に
少
か
ら
ず
趣
致
を
覺
え
た
。
吉
し
|隱
元
《

いん
げん
》、|木
庵
《

も
くあ
ん
》、|部

非
《

そ
く

ひ
》.な
ど
の
高
僭
が
住
し
た
關
係
か
ら
、
此
寺
々
に
こ
そ
隱
木
帥
の
眞
蹟
が
多
く
存
し
て
あ

る
筈
と
、
寺
僣
に
閲

覽
を
求
め
る
と
、
寺
僭
は
落
ち
つ
き
拂

つ
て
、
意
外
な
返
答
を
興

へ
た
。
日
く

「
在
家

へ
托
鉢
に
出
た
き
り
還

つ
て
き
ま
せ
ん
」
と
。
こ
れ
は
質
屋
に
典
し
て
戻
ら
ぬ
こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
案
外

の
斷
り
方
に
私
も

一

笑
し
た
。
又
紫
野
の
大
徳
寺
に
近
年
ま
で
超
脱
の
高
僣
が
ゐ
た
。
あ
る
時
面
曾
し
て
い
ろ
く

話
す
と
、
老
僭

曰
く
、
さ
て
く

君
と
話
す
こ
と
の
面
臼
さ
、
君
は
俗
人
な
が
ら
、
僭
と
語
る
よ
り
も
俗
を
離
れ
て
興
が
あ
る

と
、
噌
に
今
の
僣
の
墮
落
を
言
外
に
漏
ら
し
、
さ
て
語
を
次
い
で
語
る
を
聞
く
と
、
此
頃
田
舍
の
八
が
來
て
、
.

拙
僭
に
質
す
に
は
、
私
等
は
死
後
は
ど
う
せ
地
獄

へ
行
く
の
で
あ
ら
う
が
、
何
と
か
し
て
行
か
ぬ
工
夫
は
あ
る

ま
い
か
と
、
問
ひ
ま
し
た
か
ら
、
拙
僭
の
申
す
に
は
、
其
心
配
は
無
用
で
あ
る
、
今
の
所

、
地
獄
は
僭
を
以
つ

て
滿
員
を
告
げ
、
あ
な
た
方
を
容
る

・
の
餘
地
は
な
い
と
答

へ
た
と
聞
き
、
此
僭
の
意
外
の
諷
刺
に

司
笑
を
禁

じ
得
無
か
つ
た
。

意

外

録
二
〇

趣

味

は

異

な

も

の

四
八
七

ー

ー
.4
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四
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入

　
前
島
男
爵
は
古
童
の
門
人
で
、
尺
八
で
は
素
人
離
れ
を
し
て
造
詣
が
深
か
つ
た
。
私
な
ど
は
度
々
聞
か
さ
れ

た
か
ら
意
外
と
竜
思
は
な
い
が
、
此
事
を
知
ら
な
い
人
は
意
外
と
す
る
か
も
知
れ
ん
。
書
道
で
名
の
高
か
つ
た

長
三
洲
も
亦
た
古
童
の
門
人
で
、
こ
れ
も
男
爵
に
拮
抗
す
る
ほ
ど
の
名
人
で
あ
つ
た
。
漢
詩
で
名
聲
の
あ

つ
た

永
坂
石
壗
氏
は
支
那
料
理
の
通
人
で
、
割
烹
を
自
か
ら
し
た
。
そ
れ
が
支
那
料
理
店
の
よ
り
優
つ
て
ゐ
た
と
云

は
f
、
或
は
意
外
に
感
ず
る
人
も
あ
ら
う
が
事
實
で
あ
る
。
三
宅
雪
嶺
氏
が
洋
謁
の
鑑
賞
家
で
あ
る
位
は
人
も

知

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
夫
子
み
つ
か
ら
が
謁
筆
を
把
り
、
天
稟
に
齧
を
能
く
す
る
と
云
は
い
或
は
意
外
に

思
ふ
も
の
も
あ
ら
う
。
服
部

一
三
氏
は
嚴
格
な
相
貌
態
度
の
入
だ
が
、
浮
世
繪
蒐
集
の
趣
味
が
あ
り
、
鑑
識
も

あ
り
、
收
藏
も
富
ん
で
ゐ
る
と
云
は
.・
こ
れ
も
意
外
と
す
る
人
が
あ
ら
う
。
岩
崎
久
彌
男
は
ミ
リ
オ
ネ

・
ー
ア
だ

か
ら
自
か
ら
漁
獵
な
ど
を
す
ま
い
と
思
ふ
八
も
あ
ら
う
が
、
|投
網
《

と
う
あみ
》に
か
け
て
は
黒
人
も
及
ば
ぬ
と
云
は
い
意
外

と
す
る
で
あ
ら
う
。
東
本
願
寺
の
前
法
主
光
演
師
は
句
佛
と
い
ふ
號
も
あ
る
か
ら
、
俳
諧
を
能
く
す
る
こ
と
は

よ
く
知
れ
て
ゐ
る
が
、
謁
は
栖
鳳
の
門
人
で
、
其
堂
に
入
つ
て
ゐ
る
と
云
は
f
意
外
と
す
る
も
の
も
あ
ら
う
。

禽
ほ
故
山
尾
子
爵
が
金
焦
の
趣
味
家
で
あ
り
、

一
た
び
東
京
市
長
に
舉
げ
ら
れ
た
奥
田
義
人
氏
が
蝉
の
研
究
家

で
あ
り
、

辮
護
士
の
城
數
馬
氏
が
高
山
植
物
の

研
究
家
で
あ
る
な
ど
は
、

意
外
に
思

ふ
人
も
あ

る
か
も
知
れ
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|假
名
垣
《

か
な
が
き
》魯
文
は
明
治
初
頭
の
|戲
作
者
《

け
さく
レや
》で
、
自
か
ら
猫
々
道
人
と
名
乘

つ
た
、
俗
受
け
專
門
の
人
で
あ
つ
た
か

ら
、
高
雅
な
趣
味
が
あ
ら
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
が
、
其
書
齋
を
見
た
人
の
話
し
を
聞

い
て
意
外
に
感
じ
た
。

此
人
の
書
齋
に
は
古
い
佛
像
が
置
か
れ
、
襖
は
古
寫
經
で
貼
り
つ
め
ら
れ
、
宛
が
ら
僭
院
で
あ
る
か
の
如
く
、

禪
味
が

一
室
に
龍
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
倚
ほ
そ
れ
の
み
で
な
く
、
庭
下
駄
に
ま
で

一
種
の
工
夫
が
あ
つ
て
、
|蓮
《
はす
》

の
葉
で
作
つ
た
草
履
が
置
か
れ
て
あ
つ
た
。
魯
文
の
い
ふ
に
は
、
既
に
室
内
に
佛
像
を
置
き
寫
經
を
襖
に
貼
り

つ
め
て
ゐ
る
か
ら
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
佛
の
心
を
以
つ
て
心
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
庭
前
に
は
眼
に
入
ら
ぬ
細

蟲
が
ど
れ
ほ
ど
居
る
や
ら
も
知
れ
ぬ
、
普
通
の
|履
物
《

ぽき
もの
》で
は
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
殺
す
の
虞

れ
が
あ
る
、
蓮
の
葉

で
、
ブ
ク
く

し
た
草
履
を
作
つ
た
の
は
、
そ
れ
を
殺
さ
ぬ
用
意
だ
と
聞
い
た
が
、
魯
文
に
も
意
外
な
非
俗
の

趣
味
が
あ
つ
た
と
見
え
る
。

一=

　

缺
け

た
處
か
ら
召
上
が
れ
　
テ

ン
ジ

ン
違
ひ
　
風
呂
船

昔
し
或
る
諸
侯
が
狩
獵
の
た
め
郊
外
に
出
で
、
茶
を
請
は
ん
と
貧
家
に
立
寄
つ
た
時
、
農
婦
が
缺
け
た
古
碗

　
　

意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
九
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意

外

録
.　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

回
九
〇

に
茶
を
注
い
で
出
し

「
ど
う
か
缺
け
九
處
か

ら
召
上
が
れ
」

と
云
う
九
話
が
あ

る
。
案
外
な
事
の
樣
で
あ
る

が
、
缺
け
た
處
は
誰
れ
も
口
を

つ
け
ぬ
か
ら
、
貴
人
に
對
し
斯
樣
に
云
う
た
の
は
、
無
禮
に
似
て
却
つ
て
禮
に

合

つ
て
居
る
、
案
外
な
處
に
理
の
あ
る
も
の
だ
Q

　
松
浦
武
四
郎
が
多
く
珍
品
を
藏
し
た
こ
と
は
當
時
世
間
に
評
判
も
あ
つ
た
Q
或
る
時
天
神
講
を
機
と
し
、
珍

藏
の
菅
公
の
名
幅
を
見
せ
る
と
云
ふ
案
内
を
知
入
に
發
し
た
の
で
、
何
れ
も
禮
裝
し
て
出
か
け
て
見
る
と
、

一

室
に
壇
を
飾
り
、
種

々
の
供
物
を
な
ら
べ
翫
上
に

一
幅
懸
け
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
白
絹
を
以

つ
て
蔽
は
れ
て
居

る
。
愈
よ
開
帳
と
な
つ
て
白
絹
を
切
つ
て
落
す
と
、
現
は
れ
出
π
の
は
浪
花
の
私
窩
子
の
繪
番
付
で
あ

つ
九
。

一
同
意
外
に
驚
き
、

一
杯
喰
は
さ
れ
た
と
笑

つ
た
と
云
ふ
が
、
浪
花
で
は
私
窩
子
を
天
神
と
云
う
て
ゐ
る
。

　
徳
川
時
代
の
悠
長
な
天
地
に
は
、
そ
れ
柑
應
悠
長
の
事
の
あ
つ
た
の
も
不
思
議
は
な
い
Q
淀
川
を
上
下
す
る

船
の
便
利
を
圖
る
た
め

に
、
深
夜
酒
食
を
載
せ
た
舟
が
、
「喰
わ
ん
か
／
丶
」
と
高
唱
し

て
、
物
を
費

つ
た
紘

の
こ
と
は
敢
て
意
外
と
す
る
に
も
足
ら
ぬ
が
、
瀬
戸
内
海
に
は
風
呂
舶
と
云
ふ
が
あ

つ
て
、
…幾
日
も
浴
せ
す
に

舶
中
に
在
る
人
の
爲
め
に
風
呂

に
入
ら
し
む
る
を
業
と
し
た
◎
こ
れ
は
常
時
の
氣
分

に
な
つ
て
見
て
も
チ
ト
意

外
で
あ
る
。



一
=
一

俳
優
入
浴
の

一
幕

螢
と
蚊

　

文
化
頃
の
芝
居
の
繪
本
を
見
る
に
、
極
め
て
稀
れ
で
は
あ
る
が
舞
臺
の
上
に
役
者
が
風
呂
に
入
つ
て
ゐ
る
圓

が
出
て
居
る
。
場
面
を
變
化
す
る
の
意
匠
と
し
て
は
如
何
に
も
奇
拔
で
あ
る
。
尤
も
當
時
淫
靡
、
風
を
な
し
て

居

つ
た
、
満
都
の
子
女
の
目
前
に
俳
優
が
素
肌
を
現
は
し
て
見
せ
る
と
云
ふ
に
就
て
は
、

別
に
何
か
を
挑
發
す

る
意
味
も
俘
つ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
舞
臺
の
上
に
風
呂
桶
ま
で
持
込
ん
で
…幾
多
の
俳
優
が
裸

體
で
あ
ら
は
る

・
な
ど
は
意
外
の
工
夫
と
云
は
ざ
る
を
得
ぬ
Q

「
啼
か
ぬ
螢
が
身
を
焦
す
」
と
い
ふ
は
戀
を
唄
ふ
絶
唱
だ
が
、
併
し
譬
喩
的
に
云
う
た
迄

で
ゃ
犖
の
光
に
生
殖

の
關
係
が
あ
ら
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
に
、
理
學
者
の
研
究
に
依
る
と
、
意
外
に
も
螢
が

光
を
放
つ
時
は
其
交

接
期
で
、
戀
に
無
交
渉
で
な

い
こ
と
が
知
れ
た
。
叉

三
伏
の
炎
暑

に
人
を
襲
ひ
來

つ
て
、

生
血
を
啜
る
蚊
に
就

て
、
學
者
の
研
究
に
據
る
と
、

こ
れ
は
丁
度
蚊
の

懷
姙
期
で
、

人
の
血
を
吸
收
し
、

そ
れ
で
胎
兒
を
養
ふ
の

で
、
人
に
近
づ
く
蚊
は
皆
な
女
性
で
あ
る
と
聞
い
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
も
動
物
學
の
門
外
漢
に
は
意
外
の
感
が

あ
る
。

　
　
　
　
意

外

録
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

四
九

一　
　

　

　

。

ー

{
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寒

意

外

録
二
筥
　
狩
野
永
探
　
來
聘
使
喫
驚
す

四
九
二

ら

　
久
し
く
日
本
に
來
て
ゐ
て
大
學
教
授
と
な
り
、
古
美
術
の
研
究
を
し
て
日
本
の
た
め
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
獻
を

し
た
、
フ
ヰ
ネ

ロ
サ
氏
は
誰
も
知
つ
て
居
る
人
で
あ
る
が
、
「
狩
野
永
探
」
と

い
ふ
と
餘
り
人
は
知
ら
ぬ
。
が

此
の
永
探
こ
そ
、
フ
ヰ
ネ

ロ
サ
氏
の
雅
名
で
あ
る
。
氏
は
狩
野
家
の
霞
を
研
究
し
九
こ
と
が
あ
る
の
で
、
狩
野

|

永
悳
《

え
いと
く
》よ
り
斯
の
名
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
師
ち
永
の
字
は
永
悳
よ
り
、
探
の
字
は
探
幽
よ
り
取
つ
た
の
で
、
鑑

定
書
に
は
狩
野
永
操
と
署
し
て
ゐ
る
。

　
探
幽
や
|旦
《
こ
せ
》
勢

(
金
岡
)
が
日
本
書
界
の
傑
物
で
あ
る
こ
と
は
爰
に
斷
る
迄
も
な
い
。
況
ん
や
此
の
名
を
見
て

意
外
に
感
す
る
者
な
ど
は
日
本
人
に
あ
る
筈
は
な
い
が
、
さ
て
朝
鮮
人
は
昔
し
此
の
名
を
見
て
驚
い
た
の
だ
。

曾
て
朝
鮮
の
聘
使
が
日
本

へ
來
り
、
新
井
白
石
と
應
接
し
た
時
に
、
彼
等
は
此

一一人
の
書
家
の
名
に
就
て
意
外

の
思
を
な
し
、
意
外
の
問
を
發
し
た
。
そ
れ
は
日
木
で
は
何
故
這
般
の
淫
猥
な
名
を

つ
け
る
の
か
と
云
ふ
の
で

あ
つ
弛
。
彼
の
地
で

は

「
幽
」
と

云
ふ
字
は
女
陰
を
意
味
し
、
「
旦
勢
」

は
陽
物
を
意
味
す

る
所
か
ら
、
聘
使

が
愕
然
と
し
た
の
も
故
あ
る
哉
だ
。
又
|太
宰
《

だ
ざ
い
》純
は

「
春
臺
」
を
號
と
し
て
ゐ
た
が
、

こ
れ
は
本
揚
の
支
那
で
は

畆伽齢螺

沸
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顰
蹙
す
る
字
面
だ
。
彼
れ
太
宰
が

「修
刪
阿
彌
陀
經
」
の
著
者
で
あ
る
だ
け
に
一
寸
妙
だ
。
露
國

の
帝
政
時
代

の
頃
の
事
だ
が
、　
ヱ
ビ
ス

'・ビ
ー
ル
を
同
國

へ
持
込
み
、
大
に
當
て
よ
う

と
し
た
處
、
　
「
ヱ
ビ
ス
」
の
名
が
不

都
合
だ
と
あ

つ
て

一
向
相
手

に
さ
れ
無
か
つ
た
話
が
あ
る
。
「
ヱ
ビ
ス
」
は
日
本
で
こ
そ
輻
神
だ
が
、

あ
ち
ら

で
は
や
は
り
前
述
の
幽
的
意
義
の
語
で
あ

つ
九
か
ら
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
　
八

重

野
夫
入

　
外
人

の
出

鱈
目

　
難

訓

一
斑

　
故
宮
内
式
部
長
|三
宮
義
《

さん
のみ
や
》胤
男
の
夫
人

は
ロ
ン
ド

ン
生
れ
で
あ

つ
た
o
あ
る
時
其
夫
人

の
名
を
聞
い
て
、
意
外

に
感
じ
た
の
は
、
八
重
野
と
い
ふ
、
如
何
に
も
や
さ
し
い
名
で
あ
る
事
で
あ

つ
た
。
良
人
が
宮
中
に
仕

へ
る
身

で
あ
る
か
ら
、
外
入
な
が
ら
も
斯
か
る
名
に
改
め
た
も
の
と
見
え
る
。

　
西
洋
人
の
出
鱈
目
に
は
毎
度
閉

口
す
る
。
日
清
戰
爭
の
頃
『
米
國
に
發
行
す
る
雜
誌

「
エ
ラ
ス
ト
レ
ー
テ
ツ

ド
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
に
伊
藤
公
夫
人
の
肯
像
と
し
て
載

つ
て
あ

つ
た
者
が
實
に
意
外
で
あ

つ
た
Q
よ
く
錦
繪
に
、

鴨
河
の
流
れ
に
凉
臺
を
架
し
、
美
人
が
片
脚
を
流
れ
に
投
じ
て
居
る
圖
が
あ
る
。
こ
れ
は
誰

れ
の
目
に
も
熟
し

て
ゐ
る
も
の
だ
の
に
、
其
美
人
が
印
ち
公
爵
夫
人
で
あ
る
と
し
て
あ
る
な
ど
は
噴
飯
せ
し
め
る
。
畢
寛
日
清
戰

　
　
　

意

外

録

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

四
九
三



噛

孅

　
　
　
　
意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

四
九
四

爭
の
舞
臺
に
は
、
伊
藤
公
が
大
立
物
で
あ
ゐ
所
か
ら
、
こ
ん
な
思
ひ
つ
き
を
遣

つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
日
本
の
地
名
人
名
な
ど
の
讀
み
方
に
意
外
に
面
倒
な
者
が
あ
る
。
例

へ
ば
東
海
林
と
書

い
て

「
シ
ヤ
ウ
ジ
」

と
讀
み
、
藥
袋
と
書
い
て

「
ミ
ナ
ィ
」
と
讀
み
、
設
樂
と
書
い
て
「
シ
ダ
ラ
」
と
讀
み
、
利
母
と
書
い
て

「
カ
"

ラ
」
と
讀
ま
せ
る
な
ど
、
列
舉
に
逞
な
し
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
地
名
で
は
、
道
祗
土
と
書

い
て

「
サ
イ
ド
」
と

讀
ま
せ
る
も
奇
だ
が
、
出
雲
國
出
雲
郡
出
雲
郷
と
書
い
て
之
を

「
イ
ヅ
モ
ノ
ク
ニ
、

シ

ユ
ツ
ト
ゴ
ホ
リ
、

ア
タ

カ
ワ
ガ
ゥ
」

と
讀
む
な
ど
は
案
外
で
あ
る
。

又
享
保

二
十
年
の
昔
、

時
の
將
軍
か
ら
諸
藩
の
士
分
に
奇
異
の

姓
や
名
を
有
す
る
者
を
書
き
上
げ
さ
せ
九
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
記
録
を
見
る
と
意
外
な
名
が
多
く
載
つ
て
居

|

ひ
ら
だ
ひ
ら
ひ
や
う
へ
い
《

た
に
が
に
や
つ
や
》

る

。

今

一
ご
を

舉

げ

れ
ば

、

松

夲

備

中
守

の

内

に

は

「
卒

李

李

夲

」

と

「
谷

谷

谷

谷

」

と

い

ふ
兩

人

が

あ

り

、

松

夲

修

理

大

夫

の
内

に
は

「
|小

助

助

助
《

こ
す
け
じ
よ
す
け
》」

と

云

ふ
が

あ

り
、

松

卒
豐

後

守

の

家

中

に

は

「
七
|分
《
ぷ
》五
|分

形

紋

左

衞

門
《

ぷ

が
た
も
ん
ざ
ゑ

も
ん
》」、

小

笠

原

左

近

將

監

家

中

に

は

「
|松

飾

目

出
度

左

衞

門
《

ま
つか
ざ
り
め
で
た
ざ

ゑ

も
ん
》」、

田

中
左

京

大
夫

家

中

に

は
「
=
|
一
三

四

五

六
《

ひ

ふ

み

よ

　のね
ろ
く
》しと

「
|正

月

十

三

日
《

む
つ
き

そ

み

か
》」
、

松

卆

佐

渡

守
家

中

に

は

「
|松

夲

梅

干

之

助
《

ま
つ
だ
ひ
ら
う
め
ぼ
レ
の
す
け
》」

な
ど

の
名

が

見

え

て
居

る
。

=
五
　
色
狂
女
性
と
奇
怪
な
按
摩

・轡
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尾
崎
行
雄
氏
が
曾

つ
て
法
相
た
り
し
時
、
各
所
の
裁
判
所
を

一
巡
し
た
。
其
巡
回
中
。
法
相
が
意
外
に
感
じ

た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
監
獄
に
色
惰
狂
で
良
入
を
殺
し
た
婦
入
が
入
監
し
て
ゐ
た
。
其

の
婦
人
は
良
八
を
殺
し

た
こ
と
は
白
状
し
た
が
、
其
死
屍
を
檢
す
る
に
陽
器
が
紛
失
し
て
居
る
。
そ
れ
を
い
ろ
く

婦
八
に
訊
問
し
て

も
、
流
石
に
之
れ
に
就
て
は
何
も
語
ら
な
か
つ
た
。
巳
む
な
く
婦
人
の
糞
を
試
驗
す
る
こ
と

・
な

つ
た
が
、
糞

中
に
其
物
の
繊
緯

を
發
見
し
た
の
で
、

紛
失
の
原
因
が
婦
人
で
あ
る
こ
と
が
分
つ
た
。
今

一
つ
意
外
な
こ
と

は
、
法
相
そ
れ
自
身
に
關
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
或
る
夜
旅
舍
で
按
摩
を
招
き
、
揉
ま
せ
な
が
ら
睡
つ
た

所
、
按
摩
が
妙
な
所
業
を
爲
す
の
に
驚
き
、
目
を
醒
ま
し
て
見
る
と
、
按
摩
は
法
相
の
或
る
物
を
熱
心
に
砥
め

て
居
る
の
で
、
法
相
は
叱
り
つ
け
て
按
摩
を
退
け
、
其
の
譯
を
訊
さ
ず
已
ん
だ
と
云
ふ
が
、
此
の
按
摩
は
男
子

で
あ
つ
た
と
云
ふ
か
ら
、
或
は
何
か
の
迷
信
で
斯
る
所
業
を
な
し
た
も
の
か
,
さ
な
く
ば
變
讎
性
慾
狂
で

・
も

あ

つ
た
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　

=
穴
　
柿
本
人
麿

　
髯
自
慢
　
生
髯
賣
買

.開
西
で
は
柿
本
人
麿
を
祀
つ
て
、
抵
ね
|火
除
《

ひよ
け
》の
紳
、
安
産
の
紳
と
し
て
居
る
。
夫
は
如
何
な
る
故
か
と
尋
ね

　
　
　
意

外

隸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
玉

噸

.、ー

コ

輌



崢

獣

蝿

蹇

　
　
　
　
意

外

録
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四
九
六

て
見
る
と
意
外
の
答
を
得
た
。
入
麿
は
ヒ
・
ト
マ
ル
、郎
ち

「
火
止
」
と
い
ふ
昔
逋
よ
り
火
除
の
紳
と
し
、
叉

ヒ

ト
マ
ル
即
ち

「
|入
生
《

ひと
うま
る
》
」
の
音
通
よ
り
安
産
の
紳
と
す
る
の
で
あ
る
と
聞

い
て

一
笑
し
た
。

　
赤
松
愴
洲
は
美
髯
を
以
て
海
内
無
双
と
自
員
し
て
居

つ
た
。
あ
る
日

一
人
の
老
人
が
訪

ね
て
來
た
。
應
接
し

て
見
る
に
其
の
入
の
髯
が
如
何
に
も
立
派
で
、
長
さ
尺
餘
も
あ

る
。
流
石
に
搶
洲
も
自
ら
愧
ぢ
、
中
心
不
快
を

感
じ
た
。
其
の
客
漸
く
去
り
、
玄
關
ま
で
途
り
出
す
と
、
此
の
老
人
顧
に
手
を
掛
け
る
と
見
る
や
、
髯
を
取
り

外
し
、
丸
め
て
懐
に
推
し
込
み
、
ふ
り
向
き
も
せ
ず
悠
然
と
し
て
去

つ
た
。
搶
洲
は
初
め
て
其
の
|假
髯
《

つけ
ひか
》な
り
し

を
覺
り
、

一
杯
喰
は
さ
れ
た
と
切
齒
し
た
。
此
老
八
何
人
な
る
か
分
明
な
ら
ざ
れ
ど
、
豪

傑
氣
取
の
入
に
接
す

る
秘
訣
を
心
得
て
居
る
者
と
見
え
る
。

　
廣
瀬
旭
莊
の

「
九
桂
草
堂
隨
筆
」
に
髯
の
話
が
載
つ
て
居
る
。
或
る
諸
侯
の
城
下
に
美
髯
の
人
が
あ
つ
た
。

城

主
が
能
面
を
作
ら
せ
ん
と
し
て
、
面
に
植
ゑ
る
髯
を
要
す
る
所
か
ら
、
此
の
美
髯
の
人

よ
り
其
髯
を
三
十
金

で
買
入
の
約
束
が
成
立
し
た
。
美
髯
の
人
は
剃
刀
で

一
舉
剃
り
落
し
て
、
面
師
に
渡
さ
ん
と
し
た
が
、
面
師
は

異
議
を
申
立
て
、
剃

つ
た
髯
は
死
髯
で
あ
る
、
活
髯
で
無
け
れ
ば
面
の
用
に
立
ち
兼
ね
る
と
言
う
て
、

一
本
又

一
本
、
其
の
捲
主
が
苦
痛
に
感
ず
る
を
氣
に
も
か
け
ず
盡
く
拔
き
去
つ
た
と
い
ふ
。

9



噸

二
七
　
日
光
の
宮
號
運
動

明
皇
貴
妃

　
物
の
裏
面
を
穿
鑿
す
る
と
意
外
の
こ
と
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
爲
め
に
其
物
の
金
箔
の
剥
げ
る
こ
と
が
珍
ら
し

く
な
い
。
東
照
宮
と
い

へ
ば
誰
れ
し
も
釁
崇
し
て
ゐ
る
樣
な
も
の
・
、
日
光
に
徳
川
氏

の
廟
を
建
て
る
時
、
天

海
な
ど
が
朝
廷
に
猛
烈
な
蓮
動
を
試
み
た
結
果
、

ヤ
ッ
ト
宮
號
を
得
た
の
だ
と
云
う
た
ら
、
意
外
に
思

ふ
人
も

あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
事
實
で
あ
る
。
初
め
朝
廷
で
は
、
東
照
構
現
の
神
號
を
賜
は
つ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
方

で
は
是
非
宮
號
を
賜
は
り
た
い
と
懇
願
し
た
。
朝
廷
で
は

一
旦
拒
ま
れ
た
け
れ
ど
も
、
幕
府
方
で
菅
原
道
眞
の

先
例
を
申
立
て

・
、
人
臣
で
も
宮
號
を
賜
は
つ
た
こ
と
が
あ
る
と
頻
り
に
請
う
た
爲
め
、
漸
や
く
勅
許
に
な
つ

た
の
で
、
初
め
か
ら
家
康
の
功
徳
を
思
し
召
さ
れ
て
賜
は
つ
た
の
で
は
な
い
。
斯
樣
に
裏
面
の
眞
相
が
分
つ
て

見
る
と
、
家
康
の
難
有
味
も
い
く
ら
か
減
る
樣
な
氣
が
す
る
。

　

「長
恨
歌
」
に
歌
は
れ
た
玄
宗
と
貴
妃
は
膠
漆
蕾
な
ら
ぬ
戀
中
で
、
性
慾
家
の
羨
む
所
で
あ
る
が
、
あ
の
女

も
二
度
ま
で
も
御
機
嫌
を
損
し
て
逐
は
れ
た
こ
と
の
あ
る
の
を
人
は
意
外
と
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
意
外

は
そ
れ
で
な
く
、
繪
に
書
い
て
あ
る
二
人
を
見
る
と
、
貴
妃
は
勿
論
、
玄
宗
も
可
な
り
膩
氣
の
あ
る
様
な
男
振

　
　
　
　
意

外

鍼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九
七

鑑一》

醤

・難

肇



纛

耄

鐘
、

・

輪

　

　

　

　

翻

.

嶋

「
u
日
,弓

鯛
』

ヨ

凶
,璽

劇礪
噂
戟

　

　

　

熟驪

噺

　
　
　
　
一
意

.外

一録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'、四
九
入

、わ

と
な
つ
て
居
る
が
霈
馬
嵬
の
難

の
時
に
は
七
十
の
老
齢
で
あ

つ
た
の
だ
、
そ
れ
が
女
狂
ひ
を
し
て
ゐ
る
の
薮
、

・
い
く
ら
支
那
で
も
意
外
で
あ
る
。　
　
　
.　
　

「　
　
　

、

4　
　

.　
　
　

引　
　
　
　

'

二
八

逋

説

當

て

に

な

ら

す

　

夲
凡
な
人
間
が
、
誤
り
傳

へ
ら
れ
て
大
暦
え
ら
さ
う
に
持
て
は
や
さ
れ
、
欷
科
書
な
ど
に
麗
々
と
蝎
げ
ら
れ

て
ゐ
る
者
が
い
く
ら
も
あ
る
。
彼
の
鹽
原
多
助
、
佐
倉
宗
吾
の
如
き
が
其

一
例
で
あ
る
。
多
助
は
勤
勉
力
行
の

權
化
の
如
く
、
宗
吾
は
佐
倉
の
義
民
と
し
て
、
善
く
世
人
の
追
慕
を
受
け
て
居
る
が
、
何
ぞ
知
ら
ん
、
近
年
調

査
の
結
果
は
兩
人
共
素
行
修
ら
ざ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
發
見
す
る
に
至
つ
た
。
|日
外
《

い
つみ
や
》岼
内
逍
遙
翕
が
欷
科
書

編
纂
の
折
、
語
ら
れ
た
所
に
掾
る
と
、
多
助
は
卑
し
む
べ
き
人
物
で
、
到
底
歴
史
に
載
す
べ
き
人
物
で
な
い
や

・彼

は
炭
屋
を
業
と
し
て
産
を
成
し
た
が
、

一
度
成
功
す
る
や
其
行
状
は
前
日
に
反
し
、
主
家
よ
り
貰
う
た
妻
を

虐

待
し
、
其
妻
の
歿
す
る
や
當
時
の
入
目
を
驚
か
す
程
の
盛
葬
を
營
ん
で
、
其
非
を
蔽

は
ん
と
し
た
。
そ
し
℃

追
々
奢
侈
を
極
め
た
爲
め
に
幕
府
よ
り
お
咎
を
蒙

つ
た
位
な
男
で
あ
る
と
。
叉
佐
倉
宗
吾
も
、
實
地
に
就
て
調

査

し
て
見
る
と
甚
だ
世
間
の
傳
説
と
相
違
し
て
居
る
。
甞
て
故
人
團
十
郎
が
宗
吾
の
芝

居
を
演
じ
よ
う
と
す
る

ρ



辮

に
當
り
、
例
の
考
證
癖
で
實
地
を
取
調
べ
た
結
果
、
宗
吾
は
品
行
の
修
ら
ざ
る
小
人

で
、
彼
の
直
訴
事
件
の
如

き
も
賭
博
的
客
氣
に
逸
り
て
遣

つ
た
仕
事
で
、
決
し
て
義
舉
な
ど
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
な
い
事
を
發
見
し
て
、

大
に
失
望
し
た
と
い
ふ
。

　
晩
年
聖
人
の
如
く
仰
が
る
・
人
で
も
、
青
年
時
代
に
は
多
く
は
相
應
の
瑕
瓏
の
あ

る
者
で
、
斯
樣
な
事
は
深

く
咎
む
る
に
も
及
ば
ぬ
。

本
居
宣
長
、

貝
原
盆
軒
の
如
き
人
物
は
、
誰
れ
が
見
て
も

無
疵
の
人
の
樣
に
思
は

る

・
が
、

若
い
時
に

は
矢
張
り
若
い
相
應
の
事
が
あ

つ
た
。

宣
長
は
其
書
像
を
見

て

も
昔
が
偲
ば
る

・
程
の

美
男
子
で
、
若
い
時
に
は
隨
分
花
柳
の
巷
に
出
入
し
た
者
だ
。
江
戸
に
居
た
時
分
で
も
、
遊
里
に
通
う
て
親
に

牝
ら
れ
た
こ
と
が
其
自
筆
の
日
誌
に
載
つ
て
ゐ
て
、
今
に
傳
は
つ
て
居
る
。
京
都
に
居
る
時
に
も
、
島
原
の
或

る
遊
女
に
思
は
れ
て
憂
身
を
簍
し
て
通
つ
た
爲
め
、
友
人
が
心
配
し
て
、

一
鶻
君
の

や
う
な
美
男
子
が
遊
里
に

行
く
か
ら
面
倒
が
起
る
の
だ
。
今
度
は
髪
を
亂
し
、
粗
末
な
衣
裳
を
着
け
、
貧
乏
ら
し
く
し
て
行
け
と
戯
談
牛

分
に
云
う
た
所
が
、
宣
長
も
戯
れ
牛
分
に
、
其
通
り
に
し
て
遊
里
に
行
つ
た
。
す
る
と
遊
女
が
非
常
に
驚
き
、

貴
郎
の
…樣
な
方
が
、
斯
る
風
を
し
て
來
ら
れ
る
の
に
は
何
か
仔
細
が
あ
る
に
相
違
な

い
。
夫
を
白
状
な
さ
い
と

迫
ら
れ
て
、
始
終
を
語
つ
た
所
、
遊
女
は
大
い
に
立
腹
し
て
、
其
友
人

へ
散
々
苦
情
を
持
込
ん
だ
と
い
ふ
意
外

　
　
　
　
意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
四
九
九

f
ー
葦
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餐
ー

蠻
難
飆
・羃

'

　
　
　
　
意

外

録

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
五
、O
O

の
珍
談
も
殘
つ
て
居
る
。

　
貝
原
盆
軒
も
徳
行
の
標
本
と
な
つ
て
居
る
が
、
矢
張
意
外
の
事
が
あ
る
。
廣
瀬
旭
莊
の

「
九
桂
草
堂
隨
筆
」

を
見
る
と
、
盆
軒
は
其
の
細
君
よ
り
年
齡
が
四
十
も
上
で
あ

つ
た
。
細
君
は
な
か
ノ
丶

の
嫉
妬
家
で
、
盆
軒
が

獨
り
外
に
出
る
の
を
承
知
し
な
か
つ
た
。
但
し
盆
軒
も
油
斷
の
な
ら
ぬ
好
色
家
で
あ
つ
て
、
細
君
に
燒
か
れ
る

原
因
も
あ

つ
た
。
晩
年
夫
婦
で
諸
國
を
遊
歴
し
、
有
盆
な
書
物
を
著
は
し
た
が
、
そ
れ
に
は
細
君
の
力
も
興
つ

て
居
る
と
云
は
れ
、
美
談
と
な
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
實
は
嫉
妬
の
爲
め
細
君
が
同
行

し
た
の
だ
。
又
同
隨
筆

に
、
此
細
君
は
甞
つ
て
人
と
私
通
し
た
事
が
發
覺
し
、
盆
軒
に
詫
證
文
を
取
ら
れ
た
事

も
見
え
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二
九
　

佐
賀

の
亂

の
陶

彈
　

乞

食
剩

錢
を

用
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
團

の
中

で
は

眠

ら
れ

な

い

　

九
殺
の
邂
就
館

へ
行
く
人
は
戰
爭
に
關
す
る
種
々
の
記
念
物
を
見
る
で
あ
ら
う
が
、
詳爰
に
佐
賀
の
亂
の
記
念
・

物
と
し
て
砲
彈
が

一
つ
保
存
さ
れ
て
あ
る
。
之
が
意
外
な
も
の
で
あ
る
。
砲
彈
と
云

へ
ば
誰
も
銅
や
鐵
を
聯
想

す
る
が
、
此
記
念
物
は
陶
器
で
あ
る
、
部
ち
陶
彈
で
あ
る
。
當
時
鐵
其
他
の
鑛
物
を
以
て
砲
彈
を
造
る
こ
と
は

佐
賀
で
は
困
難
で
あ

つ
た
に
相
違
な
い
、
彈
丸
盡
き
て
の
後
の
窮
策
と
し
て
陶
彈
を
作

つ
た
の
は
滑
稽
な
様
で



}

『砂

も
あ
る
が
、
佐
賀
に
は
伊
萬
里
其
他
糶

を
製
造
す
る
絳

が
多
い
か
ら
、
陶
製
砲
彈
を
思
ひ
付
い
た
の
は
偶

然
で
な
い
。
併
し
こ
れ
が
實
地
に
用
ゐ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。

世
の
中
が
文
明
に
な
る
に
つ
れ
、
乞
食
な
ど
も
ひ
ぎ

、ス
ル
ク
な
つ
て
來
た
。
私
の
意
外
に
感
じ
お

俺

熱
海
に
散
策
中
、
格
別
乞
食
の
様
な
風
も
し
て
居
ら
ぬ
小
兒
が
私
の
傍

へ
寄
つ
て
來
て

「
旦
那
大
き
な
銅
貲
を

,
一
つ
下

さ

い
」

と

云

・亮

。

私

は
面

倒

だ

か
ら

、

今

銀
貲

の

外

持

合

せ

が

な

い

と

云

・フ

て
避

け

よ
　

と
す

る

と
、
小
兒

、は

「
銀
貲
な
ら
お
|剩
錢
《

つ
り
》を
あ
げ
ま
す
」
と
云
う
た
。

　
諺
に
乞
食
を
三
日
す
る
と
忘
れ
ら
れ
ぬ
と
云
う
て
居
る
。
乞
食
の
境
遇
に
は
餘
入
の
想

像
の
及
ば
ぬ
樂
地
が

あ
る
ら
し
い
。
或
慈
善
家
が
乞
食
の
襖

を
憫
ん
で
孤
兒
院
に
入
れ
て
や
つ
た
處
が
、
其
子
が
夜
分
に
な
る

と

必
す
布
擘

脱
け
出
で

・
ゐ
夸

な

⇔
。
妙
な
こ
と
だ
と
係
員
が
所
在
を
捜
し
て
見
る
≒

片
隅
に
佇
ん
で
熟

睡
し
て
ゐ
る
。
呼
び
覺
ま
し
て
何
故
布
團
の
中
に
寢
て
居
ら
ぬ
か
と
詰
る
と
、
其
子
供
の
言

ふ
に
は
・
ど

う
も

布
倒
の
中
で
は
よ
く
眠
ら
れ
ぬ
、
安
眠
を
得
る
に
は

「
蹲
ん
で
寢
る
の
が

一
番
樂
だ
」
と
答

へ
た

と
云
ふ
。
乞

食
の
脅
慣
か
ら
言

へ
ば
布
團
な
ぞ
は
却

つ
て
邪
魔
に
な
る
と
見
え
る
。

意

外

録

五
〇

}

●

』

竪



・　

、ー

竚-b、「葱

萋
、、β倒
!

」
,¥華

、、

肖r　　　
}{ゴゴ

メ

杭貌

塾

.

ダ

　
鬘

秘
駕

鯉轡

意

外

録
三
〇
　
奧
李
の
奇
行
　
慧
春
禪
尼
　
維
新
當
初
の
薪
聞
紙

五
〇
二

駐

覊

の
濠

別
項
擬

録
最

宅

置
鍵

西が
、
此
人
籌

矯
の
籍

碧

詫

か
・ら
巽

の
驀

に

意
外
の
こ
と
が
多
い
・
断
獄
が
決
し
て
死
刑
の
宣
告
が
あ
つ
覆

,
暦田該
響

に
是
非

三

び
面
し
て
申
し
置

発

い
と
云
ひ
出
し
参

で
・
當
警

は
、
畫

何
か
言
ひ
き

と
い
ふ
の
は
、
あ
の
人
に
も
多
少
の
森

が

.

あ
る
の
か
・
と
翠
龜

き
な
が
ら
、
遇
つ
て
見
る
と
、
意
外
の
事
を
申
し
立
莞

。
そ
れ
綺

か
と
い
ふ
と
》

自
分
が
萩
の
亂
暑

い
菱

章
や
窪

征
伐
の
折
に
秋
胤

永
に
與
へ
髪

章
は
皆
不
朽
の
名
文
で
あ
る
と
.心

う
て
ゐ
る
・
願
く
癒

死
後
貴
寝

よ
り
此
等
の
文
の
湮
滅
し
な
い
や
り
願
ひ
ぴ

と
あ
つ
お

で
、
そ
の
申

立
は
流
石
に
俗
流
を
超
越
し
て
ゐ
る
と
響

も
感
じ
を

い
ふ
が
、
睾

繁

.と
詩
文
と
に
は
得
意
で
あ
つ
た

か
ら
薗

體
よ
り
も
此
等
畫

ん
じ
お

で
あ
つ
た
。
此
人
の
逸
事
の
内
に
奇
矯
の
事
が
い
ろ
ー

傭
は
つ
て
、

ゐ
る
が
・
萩
の
一
老
人
か
ら
聞
い
九
話
に
、
意
外
に
感
じ
を

と
が

;

あ
る
。
そ
れ
は
皋

が
結
婚
式
を
擧

け
て
知
己
朋
友
を
自
宅
に
會
し
・
披
露
の
宴
を
開
い
蒔

で
あ
つ
た
。
果

の
李
生
を
知
⇔
友
人
濠

、
あ
ら

か
じ
め
奧
歪

注
意
し
て
、
結
婚
は
入
の
大
禮
で
あ
る
か
ら
、
麁
略
が
あ
つ
て
は
な
.b
ぬ
と
、
饗
應
の
事
に
就

.

　



「
唱

胃
璽

臻

撫鰍.
|響《
趣

・
》

弾

」
鯵い観
　

鱒

"

ぽ

・

て
も
特
に
注
意
を
し
た
。
愈

ぶ
招
か
れ
て
披
露
の
席
に
就
き
、
膳
部
を
見
る
と
例
に
依
り
例
の
臓、〕と
く
で
、
這

∴

汁

一
茱
の
外
何
の
變

つ
た
こ
と
が
無
い
の
で
、
前
に
注
意
し
た
友
人
連
も
あ
き
れ
て
奧
李
を
詰
る
と
、
奧
李
の

い
ふ
に
は
」
折
角
君
等
の
注
意
も
あ
つ
た
か
ら
、
此
の
饗
應
に
は
特
に
丹
誠
し
た
。
そ
の
結
果
は
飯
椀
を
明
け

'

て
見
れ
ば
分
る
と
い
ふ
か
ら
、
蓋
を
取

つ
て
檢
す
る
と
如
何
に
も
玄
い
飯
が
盛

つ
て
あ
つ
た
の
で
、
此
飯

に
何
、幽

の
趣
向
が
あ
る
と
問
う
九
時
に
奥
罕
の
答
は
、
卒
生
の
飯
は
人
の
春
い
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
特
に
自
分
自
身

の
手
を
勞
し
た
も
の
だ
と
あ

つ
た
の
で
、
皆
々
呆
然
と
し
た
o

　
鎌
倉
時
代
に
は
禪
宗
が
盛
ん
で
あ
つ
た
か
ら
、
女
流
で
禪
に
入
つ
た
も
の
は
固
よ
り
少
か
ら
す
あ
る
、
又
中

に
嵩
邁
な
行
ひ

を
し
た
も
の
も
無
い
で
は
な
い
が
、
最
も
奇
抜
の
行
ひ
を
し
た
も
の
は
惑
春
尼
で
あ
ら
う
。
此
、

尼
は
或
る
武
家
の
家
に
生
れ
、
頗
る
客
色
が
あ

つ
た
が
、
何
故
か
人
に
嫁
せ
す
、
自
か
ら
顏
を
傷
け
て
寺
入
を

し
た
。
い
く
ら
顏
を
傷
け
て
も
天
の
な
せ
る
麗
質
は
蔽
ひ
が
た
く
、
或
る
若

い
僭
に
懸
想
さ

れ
で
|五
月
蠅
《

ロつ
る
さ
》く
思
・

ひ
、
あ
る
日
森
嚴
な
る
式
の
あ
る
に
乘
じ
、
突
如
全
裸
體
と
な
つ
て
式
揚

に
現
は
れ
、
稠
人
廣
座
の
眞
中
に
弓

れ
に
戀
す
る
僭
の
名
を
高
く
呼
ん
で
恥
か
し
め
た
。
此
の
尼
の
意
外
の
行
動

は
こ
れ
に
止
ま
ら
す
、
後
に
は
み
㌧

つ
か
ら
烈
火
の
内
に
投
じ
て
最
後
を
靆
け
た
と
あ
る
o

　
　
　
　
意
口
外
・
録
凸
　
　
　

　
　

.　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

五
〇
三
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外
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五
〇
凶

　
日
本
の
新
聞
紙
の
歴
史
に
は
意
外
の
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
襁
褓
時
代
に
は
新
聞
紙

に
字
引
を
添

へ
て
、

出
し
た
こ
と
も
あ
る
Q
橋
爪
貫

一
と
い
ふ
幕
臣
が
執
筆
し
た

「
内
外
新
報
」
に
、
附
録
と
し
て

「
字
類
」
と
い

ふ
小
册
子
を
添

へ
た
な
ど
は
其

一
例
で
あ
る
。
明
治
六
年
と
云

へ
ば
可
な
り
時
勢
も
進
ん
だ
頃
だ
が
、
新
聞
紙

一

は
ま
だ
襁
褓
期
を
脱
し
得
す
、
各
耐
の
新
聞
記
者
は
東
京
府
廳
に
召
喚
さ
れ
、
官
吏
か
ら
読
論
を
受
け
た
こ
と

.

が
あ

る
。
そ
の
論
鍮
の
次
第
は
、
新
聞
紙
の
務
は
目
前
の
出
來
事
を
直
ち
に
報
道
す
る
で
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
㌃

然
る
に
、
カ
ビ
の
生
え
た
宵
る
事
ば
か
の
書
く
の
で
は
新
聞
紙
の
體
を
得
な
い
と
、
西
洋
の
例
を
示
し
て
懇

々
.

読
法
を
受
け
た
な
ど
は
滑
稽
で
あ
る
。
爲
政
者
は
追
々
新
聞
紙
を
蛇
蝎
の
如
く
忌
み
嫌
う
て
、
幾
囘
か
峻
嚴
な

、

る
法
令
を
發
し
、

筆
の
自
由
を
檢
束
し
九
が
、
雷
初
は
大
官
人
が

新
聞
紙
を
發
起
も
し
經
營
も

し
た
の
で
あ

,

る
。
纂
末
に
小
栗
|上
野
介
《

かう
つけ
のす
け
》
が
西
洋
で
新
聞
紙
の
效
用
に
感
じ
、
歸
來
新
聞
紙
の
發
行
を
幕

府
に
建
議
し
た
。
そ
.

れ
は
探
用
を
得
な
か
つ
た
が
、
新
聞
紙
の
必
要
は
早
く
官
吏
か
ら
主
張
せ
ら
れ
た
。
明
治
四
年
に
は
時
の
參
議

冖

木
戸
孝
允
の
發
意
で

「
新
闘
雜
誌
」
と
い
ふ
が
發
刊
さ
れ
、
前
嶋
|驛
遞
頭
《

え
きて
いの
かみ
》
の
發
意
で
今
の

「報
知
新
聞
」
の
前
一

身
・
「
郵
便
報
知
新
聞
」
が
生
れ
た
。
新
聞
紙
も
常
初
は
官
府
の
獎
勵
で
萠
芽
を
發
し
た
の
で
あ
る
。
可
な
り
後

の
事
で
あ
る
が
、
今
の
元
老
西
園
寺
公
が

「
自
由
新
聞
」
に
矯
激
の
筆
を
揮
ひ
、
君
側
に
あ
る
實
兄
徳
大
寺
公
砿



9

を
手
古
摺
ら
せ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
左
院
御
用
を
標
榜
し
た

「
日
新
眞
事
誌
」
は
外
人
ブ

ラ
ツ
ク
に
經
營
さ
せ
、.

た
が
、
其
の
御
用
新
聞
に
日
本
の
政
客
ガ
筆
を
把
り
、
往
々
政
府
を
攻
撃
す
る
の
で
政
府
も
困

つ
た
。
其
頃
は
馬

ま
だ
治
外
法
權
が
繖
廢
さ
れ
す
、
外
人
は
こ
れ
に
立
籠

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
政
府
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
來

す
、

や
つ
と
の
こ
と
に
ブ
ラ
ツ
ク
を
政
府
の
御
用
掛
と
し
て
去
勢
し
た
事
も
あ
つ
た
Q
追

々
新
聞
紙
が
進
む
に
'

從
ひ
政
府
は
取
締
を
嚴

に
し
、
刑
律
に
問
は
る

・
も
の
も
出
て
來
た
が
、
當
時
に
士
族
と
李
民
の
差
別
待
遇
を

・

な
し
、
十
族
の
記
者
に
は
繩
を
か
け
す
う
自
宅
に
幽
閉
す
る
寛
法
を
用
ゐ
、
卒
民
の
記
者

は
用
捨
な
く
繩
を
か

け
て
牢
屋

へ
繋
ぐ
と
い
ふ
不
公
罕
も
あ
つ
た
。
今
か
ら
考

へ
る
と
意
外
な
事
ば
か
り
Q

三

幽　

西
郷
從
道
侯
　
幅
澤
翕
　
前
島
男
と
星
亨
氏

　
大
隈
侯
甞
て
故
西
郷
從
道
侯
を
評
し
て
、

「
ア
レ
は
貧
乏
徳
利
の
や
う
な
人
ぢ
ゃ
」
と
云
は
れ
た
。
其
故
は

と
聞
く
と
、
・
「
西
郷
は
如
何
な
る
内
閣
に
も
入
用
で
あ

つ
た
。
宛
か
も
世
帶
を
持

つ
に
貧

乏
徳
利
が
必
要
だ
と
・

同

一
で
あ
る
σ
貧

乏
徳
利
は
、
酒
入
る
べ
し
、
酢
入
る
べ
し
、
油
入
る
べ
し
で
、

一
見
無

用
の
物
の
如
く
で
、

寶
は
世
帶
に
は
な
く
て
叶
は
ぬ
道
具
だ
」
ど
笑
は
れ
た
が
、
西
郷
侯
に
就
℃
は
、
世
人
或

は
不
得
要
領
の
人
雰

　
　
　

.意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷺　
　
　

五
〇
五

「

=
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意
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録

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
Q
六
・

解
釋
し
、
大
西
郷
の
如
く
、
末
技
な
ど
に
頓
着
せ
ぬ
人
で
あ
つ
た
と
多
く
思
う
て
ゐ
る
。
「然
る
に
此
人
が
意
外
、

に
多
能
で
あ

つ
て
、
茶
道

に
逋
じ
、
挿
花
に
詳
し
く
、
漢
學
も
相
鴬
に
出
來
、
詩
才
も
可
な
の
あ

つ
た
と
云
鯵

ば
、
入
は
奇
異
の
感
を
な
す
で
あ
ら
う
が
、
併
し
事
實
全
く
さ
う
で
あ
つ
た
。
事
情
を
聞
け
ば
無
理
も
な

い
事
、

で
あ
る
、
侯
は
幼
少
の
折
家
計
不
如
意
で
御
殿

へ
上
り
、
　
一
年
四
石
の
扶
持
を
受
け
、

「
龍
安
」
と
云
ふ
名
で
、,

お
茶
坊
主
を
勤
め
た
事
が
あ
る
の
で
、
茶
道
な
ど
の
素
養
あ
る
の
は
寧
ろ
當
然
で
あ
る
。
爾
侯
が
人
の
如
く
無
.

嗜
に
其
藝
を
振
り
舞
は
さ
ぬ
奧
床
し
い
性
格
や
、
ま
た
人
に
接
し
て
愛
嬌
の
あ
つ
九
こ
と
な
ど
は
、
侯
の
天
性

に
も
依

つ
九
で
あ
ら
う
が
、
幼
少
か
ら
の
苦
勞
が
之
れ
を
然
ら
し
め
て
ゐ
る
の
だ
。

　
福
澤
翕
は
あ
の
位
濶
逹
の
性
質
で
あ

つ
た
が
、
案
外
碁

に
か
け
て
は
痴
で
あ

つ
た
、
考

へ
る
こ
と
が
長
弌
て
、

相
手
は
皆
な
因

つ
た
と
、
大
隈
侯
は
語
ら
れ
た
。
翕
は
人
も
知
る
馬、}と
く

一
切
風
流
ジ
ミ
た

こ
と
を
排
し
、
何
.

で
も
俗
を
貴
ぶ
を
以
て
主
義
と
し
た
人
で
あ
る
が
、
併
し
何
處
か
に
風
流
氣
が
あ
っ
て
、
往

々
俗
を
雅
に
す
る
・

頓
才
を
示
し
た
。
か
の
世
俗
と
云
ふ
字
を
分
割
し
て
自
か
ら

「
三
十

一
谷
人
」
と
號
し
九
り
、
或

は

「
雪
池
」

と
號
し
て
論
吉
に
逋
は
せ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
が
其

一
端
で
あ
る
。
曾
つ
て
人
に
揮
毫
を
頼

ま
れ
て
直
ち
に
筆

・

を
執
り

「
油
斷
大
敵
」
と
書
い
た
が
、
ま
だ
紙
の
餘
白
が
あ
る
。
何
と
書
き
續
け
る
か
と
見
て
あ
れ
ば
も
意
外
ン
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意
外
、
　
「彼
我
忙
々
」
の
四
掌
を
配
し
た
。
「,彼
我
忙
々
」
は

「
火
が
ボ
ゥ
く

」
に
音
相
逋
じ
、
繁
劇
と

い

ふ
外
に
火
の
用
心
の
寓
意
も
あ

つ
て
、
意
外
に
も
下
に
置
け
ぬ
風
流
才
が
あ
つ
た
。

　
星
亨
氏
が
曾
つ
て
前
島
男
爵
の
門
下
生
で
あ

つ
九
と
云
は
い
、
意
外
に
思

ふ
人
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
事
實
,

で
あ
る
。
星
氏

は
明
治
の
初
年
前
島
男
に
就
て
英
學
を
學
ん
だ
の
で
あ
る
。
氏
は
剛
愎
を
以

つ
て

一
生
を
終
始

し
た
人
で
あ
る
が
、
青
年
の
頃
も

一
風
變

つ
て
ゐ
て
、
前
島
男
の
家
族
も
此
人
の
取
扱
ひ
に
は
困
つ
た
。
男
爵

在
宅
の
時
は
教
授
を
受
け
て
サ
ソ
ノ
丶
と
歸
る
が
、
不
在
の
所

へ
來
る
と
、
如
何

に
も
無
愛
想
で
、
男
爵
の
家

・

族
が
何
を
云
う
て
も
返
辭
を
せ
す
、
寒
中
な
ど
は
火
鉢
の
近
聞

へ
お
出
で
な
さ
い
と
言
う
て
も
、
室
ふ
く
風
と

、

聽
き
流
し
て
そ
れ
に
從

は
ぬ
。
そ
こ
で
家
人
も
手
古
摺

つ
て
、
あ
の
人
は
|亨
《
と
ほる
》
と
い
ふ
名
は
あ
り
な
が
ら
、
亨
ら

ぬ
入
で
あ
る
と
い
う
て
、
星
氏
が
來
る
毎
に
、
臺
所
で
は
|亨
《
、
、
》
ら
ぬ
さ
ん
が
|來
《

ヘ
ヘ
へ
》

た
と
云
う
た
と
は
、
前
島
男
の
直

話
で
あ
る
。
星
氏
の
母
も
そ
の
頃
前
島
家

へ
往
來
し
た
が
、
こ
れ
も
亦
大
の
變
り
物
で
、
豪

酒
で
執
拗
で
、
頗
冖

る
面
倒
な
婦
人
で
、
亨
氏
と
氣
質
が
よ
や
似
て
か
た
と
云
は
丸
て
ゐ
る
。
星
氏
は
後
に
何
禮
之
氏
の
書
生
に
住

み
込
ん
だ
が
、
こ
れ
も
前
島
男
の
紹
介
に
因
る
の
で
、
星
氏
は
前
島
男
に
可
な
@
縁
故
が
あ

る
譯
だ
が
、
其
の

性
格
の
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
や
、
政
治
經
路
が
異
な
る
所
か
ら
、
・幾
ん
ど
往
復
を
繩
ち
、
僅
か
に
星
氏
が
衆
議
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院
議
長
で
あ

つ
た
時
、
前
島
男
が
公
務
の
爲
め

一
別
以
來
初
め
て
面
會
し
た
に
過
ぎ

ぬ
と
は
、
是
れ
も
亦
案
外
、

と
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

"

噛

三
二
　
木
戸
公
の
乞
食
振
り
　
板
垣
伯
の
住
居

　

京
都
の
鴨
河
べ
り
に
|信
樂
《

レがら
き
》と
い
ふ
族
舎
が
あ
つ
て
、
私
億
度
々
こ
・
に
泊

つ
た
こ
と
が

あ
る
。
此
家
の
女
圭
㌔

'
は
可
な
り
老

い
て
ゐ
た
か
ら
今
は
歿
し
た
か
も
知
れ
ん
が
,
い
ろ
く

面
白
い
話
を
有
つ
て
ゐ
た
。
木
戸
公
と

其
室

お
松
の
こ
と
も
能
く
知
つ
て
居
て
、
私
に
面
白
い
逸
事
を
語
つ
た
。

お
松
と
云

ふ
は
、
後

に
は
崇
め
ら
れ

て
入

々
偉
い
者
の
樣
に
云
ふ
が
、
實
は
尋
常
な
み
く

の
女
で
、
某
神
圭
の
養
女
で
あ
る
。
此
紳
圭
義
氣

に
富

み
木
戸
公
を
よ
く
か
く
ま
ひ
、幾
ん
ど
死
を
冒
し
て
守
護
し
た
。
或
時
は
幕
府
の
捜
索
極
め
て
嚴
重
で
、
隱
す
べ

き
處
も
な
か
つ
た
の
で
、
已
む
を
得
す
數

日
間
床
の
聞
の
天
井
に
隱
…し
、

一
枚
の
板
を
嵌
め
外
し
の
出
來
る
樣

に
し
て
、
是
よ
り
飮
食
物
を
差
入
れ
た
こ
と
さ

へ
あ
つ
た
。
然
る

に
幕
府
は
公
が
此
家
以
外
に
居
る
筈
が
な
い

と
、
大
勢
で
家
を
圍
み
、
十
人
許
り
の
捕
吏
が
鎗
を
以
て
普
く
天
井
を
衝
き
,
逡

に
は
公
が
隱
れ
居
る
處
を
も

一
ニ
ケ
所
衝
い
た
が
、
蓮
強
く
し
て
難
を
免
れ
た
。

幽
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し
か
し
段
々
逮
捕
の
手
が
き
び
し
く
な
つ
て
、
公
は
此
家

に
居
り
難
く
、
辛
う
じ
て
丹
波
に
遊
れ
て
疊
職
と

な
り
、

一
時
を
過
し
た
が
、
後

に
は
大
阪
に
入
り
込
み
、
乞
食
の
群
に
入
つ
て
、
自
ら
可
笑
し
い
歌
を
作
り
、

容
貌
を
變
じ
て
諸
方
に
滑
稽
な
踊
を
や
つ
て
徘
掴
し
た
が
、
人
皆
其
身
體
の
肥
滿
し
て
其
氣
風
の
洒
落
な
る
を

愛
し
、
誰

一
人
之
れ
を
公
だ
と
覺
る
も

の
も

な
か
つ
九
。

此
頃
お
松
は
一
度
公
を
訪
う
九
こ
と
が
あ
つ
九
さ

う
だ
が
,
其
の
居
所
と
云
ふ
は
菰
作
の
小
屋
で
、

品
物
と
云
つ

て
は
只

一
つ
缺
け
椀
あ
る
の
み
で
あ
つ
た
の

で
、
女
氣
の
悲
痛

一
時

に
迫
り
、
其
儘

ワ
ツ
と
泣
き
臥
.し
、
暫
く
は
正
體
も
な
か
つ
た

の
を
、
公
は
や
つ
と
の

こ
と
で
慰
め
す
か
し
て
別
れ
た
G

　
公
が
乞
食
を
假
裝
し
て
居
九
頃
、
京
都
邊
に
も
徘
徊
し
、
例
の
滑
稽
踊
で
藝
妓
輩
を
笑

は
せ
た
こ
と
も
あ
つ

た
が
、
幾
許
も
な
く
王
政
維
新
と
な
り
、
打
つ
て
替
つ
て
重
く
用
ゐ
ら
れ
て
參
議
に
な
る
と
、
お
松
と
正
式
の

結
婚
を
遂
げ
、

夫
妻
相
携

へ
て
京
都

へ
來
九
時
に
は
、

此
の
信
樂
の
婆
さ
ん
も
招
か
れ
た
。
其
時
の
お
松
に

實

に
見
紛
ふ
許
り
立
派
の
奥
樣
と
な
つ
た
の
で
驚
い
た
と
云
つ
て
居
る
。
偖

て
其
際
數
多
く
招
い
た
藝
妓
の
中

に
、
　
一
人
妙
齡
の
舞
妓
が
窃
か
に
婆
さ
ん
の
袖
を
引
き
、
「
ア
ノ
旦
那
様
は
、　
い
つ
か
見
た
面
白
い
乞
食

に
よ

く
似
て
お
出
で
た

」
と

云

つ
て
ク
ス
く

笑
ふ
の
を
、
公
は
逸
早
く
耳
に
し
て
、

例
の
洒
落
の
調
子
で
、
「
そ
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れ
箕

簀

巷

食
は
75
公
だ
」
と
笑
つ
お

で
』

座
は
驚
い
を

婆
さ
ん
絵

印
つ
券

.
、
)れ
も
意
外
の

談
柄
と
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。

昔
改
叢

時
代
に
・
黨
用
で
板
垣
伯
を
訪
羹

事
が
あ
る
。
當
時
の
伯
の
舞

は
蔘

園
内
の
籀

鸚

と

云

ふ
樣
な
分
り
悪
い
磐

あ
つ
ち

辛
う
じ
て
義

を
尋
ね
當
て
参

、
扨
て
其
家
が
如
何
に
も
暈

、℃

い

の
で
・
肩
由
黨
總
理
の
家
と
は
思
へ
ぬ
。
そ
こ
で
念
の
爲
め
其
家
に
就
て
問
、り
て
見
る
と
、
矢
張
結

の
家
で

あ
つ
ち

下
駄
の
三
足
も
妾

と
一
杯
に
な
る
入
・
に
障
子
が
二
枚
あ
る
、
ぎ

し
て
も
下
等
の
判
任
官
の
住

居
も

か
見
え
ぬ
畜

騨
膿
か
ら
禦

と
云
　
て
娶

を
頼
む
と
、
中
で
お
上
り
と
云
ふ
馨

す
る
。
戸
を
開

・け
る
と
・
直
ぐ
そ
こ
に
伯
が
客
と

對
談
中
で
、

今
上
れ
と
言
は
れ
九
の
が
主
人

の
伯

で
あ
つ
た
の
に

一
驚
を

喫

し
弛
。
伯

は
無
雜
作
に
應
接
さ
れ
て
、
用

は
立
ど
こ
ろ
に
辨
じ
池
が
、

一
方
改
進
黨

總
理
大
隈
伯

の
殿
樣
振

め
と
板
垣
伯
の
生
活
振
り
が
餘
り
に
懸
隔
あ
る
の
で
案
外
に
感
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

罠
三
　
明
治

の
顯
官
と
舊
藩
主
　
閑
叟
公
の
苦
手

長
州
の
毛
利
元
徳
公
は
、
言
ふ
迄
も
な
く
故
井
上
侯
や
伊
藤
公
等
の
殿
樣
で
あ
る
。
此
の
公
長
い
こ
と
舊
弊

繍

、』

　

酵

龜
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の
殿
樣
風
が
拔
け
な
か
つ
た
人
で
、
井
上
が
甑
に
大
臣
絡
に
も
な
つ
て
居
る
の
△を
捉
ま

へ
て
勹
宛
が
ら
奴
僕
の

や
う
に
考

へ
て
ゐ
た
。
井
上
や
伊
藤
を
招
く
揚
合
に
も
席
順
が
や
か
ま
し
く
、
伊
藤
が

足
輕
か
ら
起
つ
弛
と
い

ふ
の
で
、
い
つ
も
下
席
に
置
い
た
。
或
時
元
徳
公
、
伊
藤
を
麾
い
て

「
ど
う
だ
、
お
前
も
出
世
も
て
今
少
し
上

座

に
坐
る
樣
に
な
ら
ね
ば
居
る
ま
い
」
と
勵
ま
さ
れ
九
こ
と
が
あ
る
が
、
其

頃
伊
藤
は
既
に
相
當
の
官
等
に
進

ん
で
ゐ
た
の
だ
。
井
上
に
至
つ
て
は
既

に
大
臣
に
も
な
つ
て
居
た
の
に
、
曾
て
宮
中
の
式

に
毛
利
公
が
召
さ
れ

弛
時
、
着
馴
れ
ぬ
洋
服
を
着
け
て
參
内
さ
れ
池
の
を
、

井
上
參
議
も
出
迎

へ
て
居
る
と
、

偶

三
公
の
靴
の
紐

が
解
け
た
◎

公
は

「
聞
多
、
之
を
結
ん
で
呉
れ
い
」

と
ば
か
り
足
を
出

さ
れ
た
の
で
、
井
上

は
大
禮
服
の
儘
で

謹

ん
で
之
を
結
ん
だ
と
い
ふ
逸
事
が
あ
る
。
後
に
明
治
天
皇
が
聞
こ
し
召
さ
れ
、
今
頃
君
臣
の
別
を
無
闇
に
正

し
て
居
る
毛
利
に
も
困

つ
た
も
の
だ

と
仰

せ
ら
れ
江
と
承
は
る
。

　

佐
管
の
鍋
島
閑
叟
公
は
英
邁
の
明
君
で
あ
つ
た
。
此
人
抜
群
の
長
幹
で
威
風
堂
々
た
る
所
、
雄
辯
四
筵
を
壓

す
る
所
、
大
隈
侯
に
能
く
似
て
居
る
。
當
時
内
閣
で
何
か
議
論
が
起
る
と
、
閣
員
は
閑
叟
公
の
辯
舌
に
驅
立
て

ら
れ
、
誰
れ
も
太
刀
打
が
出
來
な
か
つ
た
と
云

ふ
。
閑
叟
公
は
大
隈
侯
よ
り

ヨ
リ
以
上

の
箋
略
も
あ
り
、
な
か

な
か
ズ
ル
イ
處
も
あ
つ
て
、
此
人

に
ス
ネ
ら
る

・
と
誰
れ
も
抑

へ
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
が
、
唯
だ

一
人
意
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齢

外
な
人
が
、

い
つ
も
閑
叟
公
を
抑

へ
た
。

そ
れ
は
伊
逹
宗
城
侯

(
舊
宇
和
島
藩
+エ
)
で
あ
る
Q

此
人
固

よ
り
・

閑
叟
公
よ
り
偉
い
譯
で
は
な
い
が
、

一
つ
祕
密
を
持

つ
て
ゐ
た
。
閑
叟
公
の
息
女
が
此
人

に
嫁
し
て
居
る
所
か

ら
、
愈

よ
公
が
意
地
を
張
つ
て

一
同
困
却
す
る
と
、
此
人
は
奧
の
手
を
出
し

「
妻
を
お
返
し
す
る
」
と
言
ひ
出

す
。
こ
れ
に
は
流
石
の
公
も
閉
口
し
て
、
い
つ
も
撃
退
さ
れ
た
。

三
四
　
中
將
姫
支
那
に
喧
傳
さ
る
　
圖
書
の
關
所

　
中
將
姫
は
日
本
古
代
の
貴
族
の
女
性
で
、
其
人
が
自
ら
藕
絲
の
曼
陀
羅
を
織
つ
た
と
い
ふ
事
や
、
此
の
女
性

が
佛
の
權
化
で
あ
る
か
の
如
く
、
如
何

に
も
人
間
を
超
越
し
た
人
で
あ
つ
た
と
い
ふ
話
は
、
日
本
に
於
て
は
隱

れ
も
無
い
事
で
あ
る
が
、
此
事
が
、
い
つ
し
か
支
那

に
聞
え
て
居
る
と
い
ふ
の
が
面
白
い
◎
啻
に
支
那

に
聞
え

て
居
る
計
り
で
無
く
、
あ
る
侫
佛
家
が
大
に
之
に
感
服
し
、
姫
の
事
蹟
を
、
恰

も
我
國

の
繪
巻
物
の
や
う
に
描

い
て
、

そ
れ
を
立
派
に
刻
し
て
居
る
。

日
本
の
高
佃
の
事
蹟
が
支
那

に
傳

は
り
、

書
籍

に
書
か
れ
て

居
る
の

は
、

強
ち

珍
し
い
事
で
無
い
が
、

此
の
女
性
が
高
僭
以
上
に
取
扱
は
れ
、

密
叢
で
版
に
迄
刻
さ
れ
て
居
る
の

は
、

案
外
と

云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日
本
に
は
中
將
姫
の
事
蹟
を
繪
に
現
は
し
た
も

の
な
ど
は
少
か
ら
す
あ
る

亠
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が

、
其

の
日
本
に
在
る
繪
卷
や
書
物
が
支
那
に
渡
つ
て
、
そ
れ
を
其
儘
複
刻
し
た
の
と
は
全

く
ち
が
ひ
、
何
處

か
ら
何
處
ま
で
支
那
風
に
描
か
れ
て
あ
る
◎
蓮
の
絲
を
機
で
織
る
處
も
あ
れ
ば
、
姫
の
經
歴
が
備
さ
に
蠡

か
れ

て
居
る
。
そ
し
て
姫
其
人
が
、
傘
く
支
那
婦
人

に
な
つ
て
居
る
所
に
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
漢
文
で
凡
そ
の

事
蹟
も
録
し
て
あ
る
が
、
之
れ
が
日
本
の
好
事
家
に
ひ
ど
く
面
自
く
感
ぜ
ら
れ
て
、

ご
度
迄

日
本
で
複
刻
さ
れ

て
居
る
。

一
つ
は
寛
政
年
間
、
今

一
つ
は
文
化
年
聞
の
複
刻
で
、
其
の
何
れ
か
の
中
の
、
支

那
人
の
題
識
の
あ

る
の
を
讀
ん
で
み
る
と
、
斯
樣
の
佛
性
婦
人
が
東
方
に
現

は
れ
、
.し
か
も
支
那
に
於
て
せ
す

し
て
、
海
を
越
え

て
日
本
に
現
は
れ
た
こ
と
は
洵
に
羨

し
い
と
書
か
れ
て
あ
る
。

自
分
は
其

の
二
版
共
持
つ

て
居
る
が
、
標
題
は

「當
廠
曼
陀
羅
縁
起
」
と
あ
る
..

　

大
阪
の
如
き
俗
地
が
曾
つ
て
は
書
物
の
淵
叢
で
あ
つ
た
と
云
ふ
も
意
外
で
あ
る
。
あ
る
時
代

に
,
徳
川
氏
の

法

と
し
て
、
舶
載
の
書
物
は
必
ら
す
大
阪
で
檢
査
を
す
る
事
と
し
た
。
大
阪
を
經
ざ
れ
ば
、
支
那
の
書
物
も
、

西
洋
の
書
物
も
、
繩
對
に
|販
《
あき
な
》
ふ
譯
に
行
か
な
か
つ
た
。
大
阪
は
實
に
書
物
の
關
所
で
あ
つ
た
。
無
論
耶
蘇
教
を

取
締
る
上
か
ら
、
大
阪
で
檢
査
す
る
こ
と
が
地
形
上

一
番
便
利
で
あ
つ
た
か
ら
に
相
違
な

い
。
大
阪
の
書
物
屋

に
は
今
で
も
其
檢
印
が
殘
つ
て
居
る
。
そ
れ
は
小
さ
な
楕
圓
形
の
も
の
で
、
兎
も
す
る
と
此
印
の
押
さ
れ
た
唐

　
　
　
　
意

外

録

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

五

ご
二
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五
一
四

本
が
今
で
も
ボ
ツ
く

見
當
る
。
當
時
何
人

も
長
崎

に
さ

へ
行
け
ば
支
那
の
珍
本
は
幾

ら
も
あ
る
と
考

へ
江
ら

し
く
、
蜀
山
人
の
如
き
も
矢
張
り
然
う
考

へ
て
、
役
目
を
帶
び
て
長
崎

へ
行
つ
た
時
分
、
頻
り
に
捜

し
廻
つ
江

が

一
冊
も
手
に
入
ら
す
、
失
望
し
た
と
云
ふ
話
が
傳
は
つ
て
居
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

三
五

天

一
坊
の
膽
玉
　
奠
南

一
流
の
命
名

　
天

一
坊
と
云

へ
ば
大
岡
裁
判
で
有
名
な
不
敵
の
賊
で
あ
る
が
、
之
を
刑
揚

に
曳
い
て
斬
首

し
た
も
の
は
山
田

淺
右
衞
門
と
云

ふ
人
で
あ
つ
た
。
此
人
の
子
孫
と
山
岡
鐵
舟
と
は
懇
意
で
あ
つ
た
が
、
鐵
舟
が
此
山
田
の
子
孫

か
ら
先
代
の
話
だ
と
い
ふ
の
を
聽
い
た
話
に
、
天

一
坊
の
首
は
如
何

に
も
斬
り
悪
く

・
、
首
斬
り
で
は
大
分
自

信
の
あ
る
自
分
も
た
う
と
う
遣
り
損
な
つ
た
位
だ
。
さ
て
斬
首
の
後
、
こ
ん
な
大
膽
な
奴
の
膽
は
ど
ん
な
で
あ

ら
う
と
膽
を
取
出
し
て
見
る
と
、
案
外
小
さ
い
の
に
驚
い
た
と
。

　
亡
友
山
田
奠
南
は
娘

に
テ
ィ
と
云
ふ
名
を
命
じ
た
。
定
め
し
貞
と
云

ふ
字
で
あ
ら
う
と
考

へ
て
ゐ
た
が
、
或

時
其
字
を
訊
ね
て
見
る
と
、
意
外

に
も

「呈
」
と
い
ふ
字
で
あ
つ
た
。
全
體
ど
う
し
て
こ
ん
な
字
を
選
ん
だ
の

か
と
問

ふ
と
、
奠
南

の
答
が
亦
意
外
で
あ
つ
た
。
日
く
、
箪
笥
、
長
持
を
附
け
て
進
呈
す
る

か
ら
サ
。
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三
六
　
幕
末
の
外
交
官
　
五
代
友
厚
の
書
簡

　
幕
府
が
始
め
て
新
見
豐
前
守
其
他
を
使
節
と
し
て
外
國

へ
派
し
た
頃
は
、
日
本
の
禮
服

は
其
八
の
官
位
に
相

當
す
る
烏
帽
子
直
垂
、
素
袍
な
ど
で
あ

つ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
使
節
等
は
臆
面
も
な
く
、
此
裝
束
を

着
け
て
揚
々
馬
車
に
乘
り
、
群
が
る
見
物
人
が
異
樣
の
目
を
蹕
り
、
中
に
は
嘲
笑
し
て
ゐ

る
も
の
も
あ
る
の
に

氣
も
付
か
ず
、
流
石
に
日
本
は
禮
義
の
國
だ
、
吾
が
堂
々
た
る
衣
冠
を
見
て
は
皆
な
畏
敬
し
て
ゐ
る
と
う
の
ぼ

れ
た
こ
と
が
隨
員
の
記
中
に
見
え
て
ゐ
る
。
斯
く
自
分
極
に
う
の
ぼ
れ
切

つ
て
ゐ
る
使
節

の
目
に
米
國
の
下
院

が
ど
う
映
じ
た
か
と
い
ふ
と
、
こ
れ
も
隨
員
の
記
中
に
あ
る
が
、
軌使
節
は
先
づ
輕
侮
の
目
を
以
つ
て
議
長
を
見

た
。
議
長
の
服
裝
は
日
本
の
仕
事
師
そ
つ
く
り
で
、
股
引
を
穿
ち
筒
袖
を
着
て
ゐ
る
と
、
眞
面
目
に
觀
察
し
て

ゐ
る
な
ど
は
抱
腹
絶
倒
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
外
國
の
風
俗
を
始
め
て
見
た
も
の
に
は
無
理
も
な
い
と
は
云
ひ
、

今
か
ら
思
ふ
と
意
外
と
も
云

へ
よ
う
。
|彼
《
ペリー
》
理
の
鷲
が
日
本
に
來
た
時
、
幕
閣
の
重
臣
は
皆
な
招
か
れ
て
、
船
に

入
つ
て
饗
應
を
受
け
る
事
と
な
つ
た
。
矢
張
り
其
際
も
古
風
の
禮
服
を
着
用
し
た
の
だ
が
、
黒
嬲
を
始
め
て
見

た
連
中
に
は
船
内
の
事
な
ど
想
像
も

つ
か
ぬ
。
船
の
法
と
し
て
、
大
賓
を
迎

へ
る
時
に

ペ
ン
キ
を
塗
り
替

へ
る

　
　
　

意

外

録
　

　

.　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
一
五
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意

外

録
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五

一
六

こ
と
や
、
船
中
に
は
大
き
な
鏡
が
裝
置
さ
れ
て
あ
る
こ
と
や
、
西
洋
料
理
の
エ
テ
ケ
ヅ
ト
な
ど
は
勿
論
知
る
筈

も
な
か
つ
た
。

そ
こ
で
外
國
の
事
に
逋
じ
て
ゐ

る
通
詞
は
、

失
體
の
な
い
や
う
に
と
、

艦
の
入
口
に
奉
書
紙

に
三
ケ
條
の
注
意
書
を
大
書
し
て
貼
り
つ
け
た
。
其
第

一
は
、
ぬ
り
立
て
の
。ヘ
ン
キ
に
禮

装
の
觸
れ
ぬ
や
う
注

意
す
べ
し
。
第
二
、
鏡
に
頭
を
撃
ち

つ
け
ぬ
や
う
用
心
せ
よ
。
第
三
、
饗
應
の
食
物
を
紙
に
包
む
で
持
返
ゐ
莫

か
れ
と
云
ふ
三
ケ
條
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
曾
つ
て
故
前
島
男
爵
よ
り
聞

い
た
こ
と
で
、
如
何
に
も
入
を
愚
弄
す

る
に
近
い
注
意
書
で
あ
る
が
、
當
時
に
あ
つ
て
は
尤
も
機
宜
に
適
し
た
も
の
で
あ

つ
た
。
こ
ん
な
事
も
、
文
化

の
進
ん
だ
今
日
か
ら
思
ふ
と
、
意
外
の
感
な
き
に
あ
ら
ず
で
あ
る
。

　
大
隈
老
侯
の
傳
記
を
編
纂
す
る
に
方
り
、
意
外
に
感
じ
た
こ
と
は
、
侯
の
長
い
生
涯
に
各
所
か
ら
寄
せ
て
來

た
書
簡
が
悉
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
事
で
、
或
る
年
度
迄
の
分
は
よ
く
整
理
さ
れ
、
目
録
ま
で
出
來
て
ゐ
た
な
ど

は
全
く
案
外
で
あ
つ
た
。
此
事
は
別
項

「
手
紙
保
存
の
す

・
め
」
に
も
言
う
た
が
、
扨
て
萬
餘
の
手
紙
を
取
調

べ
て
意
外
に
感
じ
た
手
紙
は
、
五
代
友
厚
氏
か
ら
侯
に
寄
せ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
五
代
氏

は
薩
摩
出
身
で
、
大

臣
格
の
人
物
で
あ
つ
た
が
、
早
く
官
海
を
去
つ
て
大
阪
で
事
業
の
經
營
に
當
り
、
間
接
に
國
政
に
與
つ
て
ゐ
た

こ
と
は
、
氏
の
書
簡
二
三
百
通
の
ど
れ
を
見
て
も
國
政
に
觸
れ
て
ゐ
な
い
も
の

、
無
い
の
で
も
推
測
さ
れ
る
。
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爰
に
氏
の
書
簡
に
就
て
意
外
に
感
じ
た
の
は
、
ど
の
手
紙
に
も
必
ら
ず
劈
頭
に

「例
之

五
ク
條
御
忘
れ
被
下
間

敷
候
」
と
あ
つ
て
、
友
厚
と
署
名
し
大
隈
殿
と
あ
る
。
幾
十
通
見
て
も
同
じ
こ
と
で
、

こ
れ
が
幾
ん
ど

一
つ
の

形
式
と
な
つ
て
ゐ
る
。
勿
論
本
文
に
は
い
ろ
／
丶
の
事
が
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
用
向
き
の
書
か
れ
て
ゐ
る
所
は

本
文
と
云
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
|副
書
《

そ
へがき
》で
、
前
文
が
本
文
で
あ
る
か
の
形
式
と
な

つ
て
ゐ
る
。
私
は
最
初
こ
れ
を
見

て
、
「例
の

五
ケ
條
」

と
は
何
で
あ
ら
う
か
と

思
案
に
暮
れ

た
。
何
れ
五
ク
條
の
本
體
が
あ

る
に
相
違
な
い

と
、
小
牛
日
も
か

、
つ
て
多
く
の
手
紙
を
翻
し
て
見
る
と
、
果
し
て
見
當
つ
た
。
そ
れ

は
別
紙
に
細
書
し
て
あ

づ
て
、
大
隈
侯
の
缺
點
が
五
ク
條
列
記
さ
れ
て
あ
り
、
各
條
に
多
少
の
注
脚
が
あ
る
。
侯
は
晩
年
と
違
ひ
當
時

は
覇
氣
滿

々
で
、
往
々
園
滿
を
缺
く
爲
め
に
人
の
憤
怨
を
買
ふ
や
う
な
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
、
五
代
は
そ
れ
を

憂
ひ
て
苦
言
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
流
石
に
五
ク
條
と
も
肯
綮
に
當
り
、
其
緒
言
に
は
、
貴
下
の
如
き
顯
要
の

地
位
に
あ
る
人
に
對
し
、
何
人
と
雖
も
其
闕
點
を
摘
發
す
る
者
は
無
か
ら
う
が
、
こ
れ

は
御
懇
意
に
任
せ
て
の

婆
心
と
諒
察
あ
つ
て
、
反
省
さ
れ
た
い
と
い
ふ
や
う
な
、
友
情
の
籠
つ
た
文
言
が
あ
る
。
其
の
幾
百
十
逋
の
書

簡
に
、
例
♪
.し
て
五
ク
條
を
云
々
し
て
ゐ
る
の
は
此
の
別
紙
か
ら
來
て
ゐ
る
の
で
、
五
代
が
如
何
に
侯
の
反
省

を
促
す
に
深
切
で
あ

つ
た
か
ば
想
像
に
難
か
ら
ぬ
。
五
代
は
確
か
に
侯
の
知
己
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
意

外

録
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
五

一
七

冖f

下



意
　
外

録

五

一
入

罠
七
　
斯
氏
の
哲
學
書

油

田
の
診
察

　

一
時

ハ
ー
バ

ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー

の
著
書
が
日
本
に
流
行

し
て
、

其
の
多
く

の
哲
學
書
が
盛
ん
に

讀
ま
れ

た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
意
外
な
愛
讀
者
を
意
外
な
國
に
得
た
の
で
意
外
な
感
を
起
し
、
當
時

工
部
大
學
に
ダ
イ
ア

ル
と
云
ふ
欷
師
が
ゐ
た
の
を
た
よ
り
、

ス
ペ
ン
サ
ー
よ
り
遙
か
に
書
を
寄
せ
て
云
ふ
に
は
、
日
本
で
余
の
著
書

が
大
い
に
行
は
れ
て
居
る
と
聞
く
が
實
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

日
本
人
が
余
の
哲
學

を
理
解
し
得
る
は
何

故
で
あ
ら
う
か
。
希
は
く
は
其
理
由
と
事
情
を
知
ら
せ
て
貰
ひ
た
い
と
云
う
て
來
九
。
長

谷
川
泰
氏
等
が
ダ
イ

ァ
ル
よ
り
此
の
質
問
を
受
け
た
の
で
、
答

へ
て
云
ふ
に
は
、
日
本
人
は
儒
教
の
熏
陶
を
受

け
て
居
る
か
ら
、
先

天
的
に
哲
理
を
理
解
す
る
力
を
有
し
て
居
る
。
且
つ
哲
學
書
を
讀
ん
で
樂
む
の
風
が
あ
る
。
さ
れ
ば

カ
ン
ト
の

哲
理
で

も
青
年
の
學
生
が
容
易
に
解
す
る
。

ス
ペ
ン
サ
ー
位
の
哲
學

を
解
す
る
に
何
の
難
き
こ
と
が
あ
ら
う

と
。
こ
れ
を
以
て
ス
ペ
ン
サ
ー
に
復
せ
し
め
た
と
い
ふ
が
、

ス
ペ
ン
サ
ー
も
定
め
て
驚
い
た
で
あ
ら
う
。

　
長
谷
川
等
は
多
少
法
螺
を
交

へ
て
地
歩
を
保
つ
た
の
を
、
其
後
端
な
く
日
本
の
爲
政
家
が
意
外
な
こ
と
を
や

つ
て
、
折
角
保

つ
た
地
歩
を
メ
チ
ヤ
ノ
丶

に
し
た
。
其
の
次
第
は
、
往
年
歐
化
主
義
の
盛
ん
で
あ
つ
た
頃
で
あ
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つ
た
、
鹿
鳴
館
で
内
外
の
男
女
が
互
ひ
に
擁
し
て
踊

つ
た
り
、
假
裝
舞
會
が
催
さ
れ
た
り
し
て
、
内
外
雜
婚
の

氣
蓮
が
漸
や
く
萠
し
て
來
た
時
、

吾
が
爲
政
家
は
、

人
も
あ
ら
う
に
、

此
の
哲
學
者
に
雜
婚
の
得
失
を
尋
ね

た
。

ス
ペ
ン
サ
ー
の
答
は
、
優
等
の
人
種
と
結
婚
す
れ
ば
劣
等
人
種
が
員
け
る
と
あ

つ
て
、
進
化
の
純
理
か
ら

黄
色
八
種
を
侮
辱
し
た
の
で
、
吾
が
爲
政
家
も
恐
縮
し
た
が
、
斯
る
質
問
も
畢
竟

ス
ペ
ン
サ
ー
を
崇
信
す
る
餘
「

り
に
出
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
式
の
こ
と
を
政
府
が
質
問
す
る
な
ど
は
滑
稽
千
萬
で
、
今
か
ら
思
ふ
と
案

、

外
の
事
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
徳
川
氏
の
末
造
か
ら

維
新
に
移
り
替
は
る
頃
、

外
入
は
何
で
も
知

つ
て

ゐ
る
も
の
で
あ

る
か
の
如
く
思
う

て
、

專
門
外
の
事
を
質
し
た

り
或
は
其
の
指
導
を
受
け
た
り
し
て
、

失
敗
を
招
い
た
滑
稽
も

少
な
く
な
か
つ
.

た
。
文
久
年
間
に
我
が
郷
里
越
後
に
意
外
の
事
が
あ

つ
た
。
私
の
郷
里
に
は
、
古
く
か
ら
石
油
の
賁
出
し
て
ゐ
・

る
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
|黒
川
《

く
ろか
は
》と
い
ふ
所
で
、
地
名
も
石
油
か
ら
來
て
ゐ
る
の
だ
が
、
當
時
は
ま
だ
石
油
の
こ
と

は
分
ら
な
か
つ
た
。
茲
に
村
松
濱
の
素
封
家
に
夲
野
才
之
丞
と
い
ふ
人
が
あ

つ
た
。
脚
疾
を
患

へ
て
困
つ
た
舉
.

句
、
或
る
人
の
勸
め
に
依
り
、
長
崎
ま
で
立
越
し
て
米
國
入
の
名
醫
め
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
た
。

一
ケ

月
許
り
滯
在
し
て
此
の
米
國
人
と
交

つ
て
ゐ
る
内
に
、
郷
國
の
油
に
就
て
質
問
を
試
み
る
と
、
そ
れ
は
多
分

ぺ

　
　
　
　
意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
五

一
九



」圃

貍
、瀏

、覗
曜厂

　
　
　
　
意

外

録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
五
二
〇

ト
ロ
レ
ア
ム
で
あ
ら
う
。
米
國
の
富
も
實
は
此
の
油
が
多
量
に
出
る
か
ら
だ
と
聞
い
て
、
夲
野
は
此
人
に
實
地
、

の
檢
査
を
頼
み
、
そ
れ
か
否
か
を
確
め
た
い
と
思
う
て
切
に
そ
れ
を
請
う
た
。
當
時
長
崎
か
ら
越
後

へ
囘
航
す

る
に
汽
船
も
な
い
時
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
外
人
を
内
地
に
旅
行
さ
せ
る
こ
と
も
容

易
に
出
來
な
か
つ
た
。

流
石
に
李
野
は
膽
略
と
實
力
が
あ
つ
た
の
で
、　
一
外
人
を
新
潟

へ
囘
航
せ
し
む
る
た
め
、
六
萬
圓
を
投
じ
て

一

汽
船
を
買
入
れ
、
叉
當
路
に
種

々
の
蓮
動
を
し
て
、
此
外
人
を
越
後
内
地
に
旅
行
せ
し
め
得
る
特
許
を
獲
た
が
、

其
の
特
許
は
二
日
間
と
限
ら
れ
た
。
元
來
新
潟
よ
り
黒
川
ま
で
は
、
徒
歩
で
は

一
日
に
行
き
兼
ね
る
距
離
で
あ

る
。
そ
こ
で
夲
野
は
迅
速
に
往
復
せ
し
む
る
爲
め
、
人
力
車
を
工
夫
し
、
之
れ
を
曳
き

之
れ
を
推
す
に
數
人
の

力
を
以
て
し
、
辛
う
じ
て
目
的
を
達
し
、
特
許
の
時
間
内
に
外
人
を
船
に
歸
ら
し
む
る
こ
と
を
得
た
。
此
檢
査

の
結
果
、
果
し
て
黒
川
の
賈
油
が
所
謂
る
石
油
で
あ
る
こ
と
が
分
明
し
、
採
堀
に
就
て
多
少
の
指
導
を
受
け
た

の
で
、
そ
れ
か
ら
は
可
な
り
に
油
を
|得
《

彎
》
る
こ
と
に
な

つ
た
が
、
醫
師
に
石
油
の
診
察
を
乞
う
た
の
も
意
外
、
此
、

爲
め
に
六
萬
圓
を
投
じ
た
の
も
、
人
力
車
を
急
造
し
の
九
も
、
皆
な
意
外
と
云

へ
ば
意
外
で
あ
る
。




