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こ
の
書
物
、
第
一
巻
の
校
正
が
、
や
が
て
あ
が
る
今
に
な
つ
て
、
ぽ
っ
く
り

と
、
大
阪
の
長
兄
が
、
亡
く
な
つ
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
今
晩
は
、
そ
の
通

夜
で
あ
る
。
私
は
、
か
ん
〳
〵
と
あ
か
る
い
、
而
も
し
め
や
か
な
座
敷
を
は

づ
し
て
、
ひ
っ
そ
り
と
、
此
後
づ
け
の
文
を
綴
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
夜
行

汽
車
の
疲
れ
を
や
す
め
さ
せ
よ
う
と
言
ふ
、
肝
い
り
衆
の
心
切
を
無
に
せ
ま

い
為
、
こ
の
二
階
へ
あ
が
つ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

か
う
し
て
、
死
ん
で
了
う
た
後
に
な
つ
て
考
へ
る
と
、
兄
の
生
涯
は
、
あ
ん

ま
り
あ
ぢ
き
な
か
つ
た
。
あ
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
一
半
は
、
私
ど
も
五

人
の
兄
弟
た
ち
の
為
に
、
空
費
し
て
了
う
た
形
さ
へ
あ
る
。

昔
か
ら
、
私
の
為
事
に
は
、
理
会
の
あ
る
方
で
は
な
か
つ
た
。
次
兄
の
助
言
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が
な
か
つ
た
ら
、
意
志
の
弱
い
私
は
、
や
っ
ぱ
り
、
家
職
の
医
学
に
向
け
ら

れ
て
居
た
に
違
ひ
な
い
。
或
は
今
頃
は
、
腰
の
低
い
町
医
者
と
し
て
、
物
思

ひ
も
な
い
日
々
を
送
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
懐
徳
堂
の
歴
史
を
読

ん
で
、
思
は
ず
、
た
め
息
を
つ
い
た
事
が
あ
る
。
百
年
も
前
の
大
阪
町
人
、

そ
の
二
・
三
男
の
文
才
・
学
才
あ
る
者
の
な
り
行
き
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
秋
成
は
か
う
言
ふ
、
境ミ
に
あ
は
ぬ
教
養
を
受
け
た
て﹅
あ﹅
ひ﹅
の
末

路
を
、
は﹅
り﹅
つ﹅
け﹅
も﹅
の﹅
だ
と
罵
つ
た
。
そ
ん
な
あ﹅
く﹅
た﹅
い﹅
を
つ
い
た
人
自
身
、

や
は
り
何
と
も
つ
か
ぬ
、
迷
ひ
犬
の
様
な
生
涯
を
了
へ
た
で
は
な
い
か
。
で

も
、
さ
う
言
ふ
道
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
ま
だ
よ
い
。
恐
ら
く
は
、

何
だ
か
、
其
暮
し
方
の
物
足
ら
な
さ
に
、
無
聊
な
一
生
を
、
過
す
こ
と
で
あ

つ
た
ら
う
に
。
養
子
に
や
ら
れ
て
は
戻
さ
れ
、
嫁
を
持
た
さ
れ
て
は
、
そ
り
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の
あ
は
ぬ
家
庭
に
飽
く
。
こ
ん
な
事
ば
か
り
く
り
返
し
て
老
い
衰
へ
、
兄
の

か
ゝ
り
う
ど
に
な
つ
て
、
日
を
送
る
事
だ
ら
う
。
部
屋
住
み
の
ま
ゝ
に
白
髪

に
な
つ
て
、
か
ひ
性
な
し
の
を﹅
っ﹅
さ﹅
ん﹅
、
と
家
の
を
ひ
・
め
ひ
に
は
、
謗
ら

れ
る
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
。

こ
れ
は
、
空
想
で
は
な
か
つ
た
。
ま
の
あ
た
り
、
先
例
が
あ
る
。
私
の
祖
父

は
、
大
和
飛
鳥
の
「
元
伊
勢
」
と
謂
は
れ
た
神
主
の
家
か
ら
、
迎
へ
ら
れ
た

人
で
あ
る
。
其
前
に
、
家
つ
き
の
息
子
が
ゐ
た
。
そ
の
名
の
岡
本
屋
彦
次
郎

を
、
お
家
流
を
脱
し
た
、
可
な
り
な
手
で
書
い
た
の
を
見
て
、
幾
度
か
、
考

へ
さ
せ
ら
れ
た
。
四
書
や
、
唐
詩
選
・
蒙
求
の
類
も
、
僅
か
な
が
ら
、
此
人

の
稽
古
本
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
。
家
業
が
い
や
で
、
家
に
居
れ
ば
、
屋
根
裏

部
屋
　
　
大
阪
風
の
二
階
　
　
に
籠
り
っ
き
り
、
ふ
っ
と
気
が
向
く
と
、
二
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日
も
三
日
も
家
を
あ
け
て
、
帰
り
に
は
き
つ
と
、
つ﹅
け﹅
う﹅
ま﹅
を
引
い
て
、
戻

つ
て
来
た
と
言
ふ
。
継
母
の
鋭
い
目
を
避
け
て
、
幾
日
で
も
、
二
階
か
ら
降

り
て
来
な
か
つ
た
。
其
間
の
所
在
な
さ
に
、
書
き
な
ぐ
つ
た
往
来
文
や
、
法

帖
の
臨
書
な
ど
が
、
い
ま
だ
に
木
津
の
家
の
蔵
に
は
残
つ
て
ゐ
る
。
果
て
は
、

久
離
き
ら
れ
た
身
と
な
つ
て
、
其
頃
の
大
阪
人
に
は
、
考
へ
る
も
恐
し
い
、

僻
地
と
な
つ
て
ゐ
た
熊
野
の
奥
へ
、
縁
あ
つ
て
、
落
ち
て
行
つ
た
さ
う
で
あ

る
。
其
処
で
、
寺
子
屋
の
師
匠
と
し
て
、
わ
び
し
い
月
日
を
送
つ
て
、
や
が

て
、
死
ん
で
行
つ
た
事
も
、
聞
え
て
来
た
と
聞
く
。
夢
の
様
な
、
家
の
昔
語

り
の
、
幼
い
耳
の
印
象
が
、
年
を
経
る
に
従
う
て
、
強
く
意
味
を
持
つ
て
響

い
て
来
る
。

か
う
し
た
、
ほ
ぅ
と
し
た
一
生
を
暮
し
た
人
も
、
一
時
代
前
ま
で
は
、
多
か
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つ
た
の
で
あ
る
。
文
学
や
学
問
を
暮
し
の
た
つ
き
と
す
る
遊
民
の
生
活
が
、

保
証
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
世
間
を
、
私
は
人
一
倍
、
身
に
沁
み
て
感
じ
て

ゐ
る
。
彦
次
郎
さ
ん
よ
り
も
、
も
つ
と
役
立
た
ず
の
私
で
あ
る
こ
と
は
、
よ

く
知
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
学
者
で
あ
り
、
私
学
の
先
生
で
あ
る
事
に
、

毫
も
誇
り
を
感
じ
な
い
。
そ
ん
な
気
に
な
つ
て
ゐ
る
に
は
、
あ
や
に
く
に
、

ま
だ
古
い
町
人
の
血
が
、
を﹅
ど﹅
ん﹅
で
ゐ
る
。
祖
父
も
、
曾
祖
父
も
、
其
以
前

の
祖オヤ
た
ち
も
、
苦
し
ん
で
生
き
た
。
も
つ
と
よ
い
生
活
を
、
謙
遜
し
な
が
ら

送
つ
て
ゐ
た
、
と
思
ふ
と
、
先
輩
や
友
人
の
様
に
、
気
軽
に
、
学
究
風
の
体

面
を
整
へ
る
気
に
な
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
人
を
嗤
ふ
の
で
も
、
自
ら
尊
し
と

す
る
の
で
も
な
い
。
私
の
心
に
寓
つ
た
、
彦
次
郎
さ
ん
ら
の
た
め
息
が
、
さ

う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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独
り
身
を
守
り
遂
げ
て
、
我
々
を
こ
れ
ま
で
に
し
あ
げ
て
く
れ
た
、
叔
母
え

い
子
刀
自
も
、
も
う
と
る
年
で
あ
る
。
せ
め
て
一
度
は
、
年
よ
り
ら
し
い
、

有
頂
天
の
喜
び
を
催
さ
し
て
あ
げ
た
い
と
思
ふ
け
れ
ど
、
私
に
、
其
望
み
を

繋か
け
て
ゐ
て
く
れ
る
学
位
論
文
な
ど
も
、
書
く
気
に
も
な
れ
な
い
。
亡
い
兄

も
、
数
年
前
ま
で
、
帰
省
す
る
毎
に
く
り
返
し
た
の
は
、
其
事
で
あ
つ
た
。

で
も
、
私
の
根
本
の
憂
鬱
に
は
、
触
れ
る
よ
し
も
な
い
叔
母
・
兄
も
、
近
年

す
つ
か
り
、
私
に
、
そ
ん
な
激
励
や
、
要
求
は
せ
な
く
な
つ
た
。

「
家
の
風
を
も
　
吹
か
せ
て
し
が
な
」
と
言
つ
た
風
の
、
伝
統
に
執
す
る
必

要
の
な
い
町
人
の
家
庭
で
は
、
あ
き
ら
め
も
早
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
目
上
の

人
々
の
頑
に
主
張
す
る
事
を
や
め
て
く
れ
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
其
幼

い
望
み
を
、
満
足
さ
せ
る
気
に
な
れ
な
い
、
私
の
生
活
気
分
が
寂
し
ま
れ
る
。
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私
は
、
家
び
と
の
望
み
を
卻
し
り
ぞけ
て
、
国
学
院
に
入
り
、
又
、
そ
こ
を
出
て
か

ら
二
十
年
、
長
い
扶
養
を
、
家
か
ら
受
け
続
け
た
。
兄
も
段
々
あ
き
ら
め
て
、

私
の
遊
び
半
分
の
様
な
為
事
の
成
長
を
、
待
ち
娯
む
気
に
な
つ
て
居
た
ら
し

い
。
「
世
間
的
に
、
役
に
た
ゝ
ぬ
あ﹅
れ﹅
の
事
だ
か
ら
、
一
生
は
、
私
が
見
て

や
り
ま
す
。
」
こ
ん
な
事
を
、
親
し
い
隣
人
た
ち
に
は
、
時
々
、
言
ふ
事
も

あ
つ
た
様
で
、
せ﹅
ん﹅
も﹅
な﹅
い﹅
私
の
為
事
を
、
無
言
の
柔
和
な
眦
で
、
瞻ミ
つ
め

て
居
て
く
れ
た
。
世
間
か
ら
見
れ
ば
、
ま
こ
と
に
、
未
練
・
無
知
な
ひ﹅
い﹅
き﹅

に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
私
の
一
生
を
、
後
見
る
つ
も
り
で
ゐ
た
兄
の

心
が
、
今
で
は
却
つ
て
、
は
か
な
い
も
の
に
な
つ
て
了
う
た
。

け
れ
ど
も
、
兄
ひ
と
り
が
、
寂
し
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
私
と
て
も
、
一
族
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を
思
ひ
、
身
一
己
を
思
ふ
と
、
洞
然
と
し
た
虚
し
い
心
に
、
す
う
〳
〵
と
、

冷
い
風
の
通
ふ
様
な
気
が
し
て
な
ら
ぬ
。
私
の
学
問
は
、
そ
れ
程
、
同
情
者

を
予
期
す
る
事
の
出
来
さ
う
も
な
い
処
ま
で
、
踏
み
こ
ん
で
了
う
て
ゐ
る
。

し﹅
ん﹅
み﹅
に
な
つ
て
教
へ
た
、
数
百
人
の
学
生
の
中
に
、
一
人
だ
つ
て
、
真
の

追
随
者
が
出
来
た
か
。
私
の
仮
説
は
、
い
つ
ま
で
も
、
仮
説
と
し
て
残
る
で

あ
ら
う
。
私
の
誤
つ
た
論
理
を
正
し
、
よ
い
方
に
育
て
ゝ
く
れ
る
学
徒
が
、

何
時
に
な
つ
た
ら
、
出
て
く
れ
る
か
。
今
ま
で
十
年
の
講
座
生
活
は
、
遂
に
、

私
の
独
り
合
点
と
し
て
、
終
り
さ
う
な
気
が
す
る
。
唯
珍
ら
し
相
な
主
題
、

伝
襲
を
守
る
を
屑
い
さ
ぎ
よし
と
せ
ぬ
態
度
、
私
の
講
義
は
、
か
う
し
た
意
義
で
、
若

い
人
気
を
、
倖
に
占
め
得
た
事
も
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
兄
の
理
会
の
な
い
身

び
い
き
も
、
結
句
、
あ
り
難
く
思
は
れ
て
来
る
。
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で
も
ま
だ
〳
〵
、
兄
の
う
へ
を
越
す
無
条
件
の
同
情
者
が
、
尠
く
と
も
一
人

は
、
健
在
し
て
ゐ
る
。
前
に
述
べ
た
叔
母
で
あ
る
。
私
の
、
此
本
を
出
さ
う

と
決
心
し
た
動
機
も
、
こ
の
人
の
喜
び
を
、
見
た
い
為
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら

第
一
本
は
、
叔
母
に
ま
ゐ
ら
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
叔
母
は
必
、
か
こ
つ
で

あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
、
本
の
上
に
出
た
、
自
分
の
名
を
見
る
こ
と
の
は
れ
が

ま
し
さ
の
、
恥
ぢ
を
言
ふ
に
違
ひ
な
い
。
兄
が
、
か
う
な
る
と
思
は
ぬ
先
か

ら
、
私
の
考
へ
て
ゐ
た
事
な
の
で
あ
る
。
叔
母
に
捧
げ
る
志
は
、
同
時
に
、

兄
の
為
の
回
向
に
も
な
つ
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
。

学
問
の
上
の
恩
徳
を
報
謝
す
る
た
め
に
は
、
柳
田
国
男
先
生
に
献
る
の
が
、

順
道
ら
し
く
考
へ
な
い
で
は
な
い
。
で
も
、
そ
の
為
に
は
、
も
つ
と
努
力
し

て
、
よ
い
本
を
書
い
て
か
ら
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
気
が
す
る
。
其
ほ
ど
、
先
生
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の
学
問
の
お
か
げ
を
、
深
く
蒙
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
先
生
の
表
現
法
を
摸

倣
す
る
事
に
よ
つ
て
、
そ
の
学
問
を
、
全
的
に
と
り
こ
ま
う
と
努
め
た
。
先

生
の
態
度
を
鵜
呑
み
し
て
、
其
感
受
力
を
、
自
分
の
内
に
活
か
さ
う
と
し
た
。

私
の
学
問
に
、
若
し
万
が
一
、
新
鮮
と
芳
烈
と
を
具
へ
て
ゐ
る
処
が
あ
る
と

し
た
ら
、
其
は
、
先
生
の
口
う
つ
し
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
又
、
私
の
学

問
に
、
独
自
の
境
地
・
発
見
が
あ
る
と
見
え
る
も
の
が
あ
つ
た
な
ら
、
其
も

亦
、
先
生
の
『
石
神
問
答
』
前
後
か
ら
引
き
続
い
た
、
長
い
研
究
か
ら
受
け

た
暗
示
の
、
具
体
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

其
ほ
ど
、
先
生
の
学
問
の
領
域
は
広
く
、
さ
う
し
て
、
深
く
人
を
誘
惑
せ
ず

に
は
居
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
此
学
問
の
草
分
け
に
、
か
う
し
た
人
を

得
た
、
日
本
の
民
俗
学
の
さ﹅
い﹅
さ﹅
き﹅
の
よ
か
つ
た
事
を
思
ふ
。
さ
う
し
て
、
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不
肖
な
が
ら
、
其
直
門
と
し
て
、
此
新
興
の
学
徒
の
座
末
に
列
す
る
事
の
出

来
た
光
栄
を
、
不
思
議
と
さ
へ
考
へ
る
こ
と
が
あ
る
。
今
で
は
、
先
生
の
益

倦
ま
ぬ
精
励
が
、
我
々
の
及
ば
ぬ
処
ま
で
も
、
段
々
進
ん
で
行
つ
て
居
ら
れ
、

新
し
く
門
下
に
参
じ
る
人
た
ち
も
、
殖
え
て
ゆ
く
一
方
で
あ
る
。
或
は
心
理

学
的
に
、
社
会
学
的
に
、
日
々
新
し
い
研
究
法
を
加
へ
て
行
か
れ
る
姿
が
あ

る
。
発
足
点
か
ら
知
つ
た
私
自
身
は
、
一
次
・
二
次
の
も
の
に
、
固
執
し
て

ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
使
徒
の
中
、
最
愚
鈍
な
者
の
伝
へ
た
教
義
が
、
私
の

持
す
る
民
俗
学
態
度
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
な
が
ら
、
私
は
先
生
の
学
問
に

触
れ
て
、
初
め
は
疑
ひ
、
漸
く
に
し
て
会
得
し
、
遂
に
は
、
我
が
生
く
べ
き

道
に
出
た
と
感
じ
た
歓
び
を
、
今
も
忘
れ
な
い
で
ゐ
る
。
こ
の
感
謝
は
、
私

一
己
の
も
の
で
あ
る
。
先
生
に
向
う
て
、
日
本
民
俗
学
の
開
基
を
讃
へ
る
人

13



は
、
別
に
あ
ら
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
此
本
は
恥
し
な
が
ら
、 

槃  

は
ん
ど

特 く
が
塚
に
生
え
た
忘
れ
茗
荷
の
、
一
本もと
に
過
ぎ
な
い
。
兄
の
扶
養
に
よ
つ

て
、
わ
び
し
い
一
生
を
、
光
り
な
く
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
さ
う
し
て
、

彦
次
郎
さ
ん
同
然
、
家
の
過
去
帳
に
す
ら
、
痕
を
止
め
ぬ
遊
民
の
最
期
を
、

あ
き
ら
め
思
う
て
ゐ
た
私
の
心
に
、
一
道
の
明
り
の
さ
す
事
を
感
じ
た
の
で

あ
る
。

其
は
、
新
し
い
国
学
を
興
す
事
で
あ
る
。
合
理
化
・
近
世
化
せ
ら
れ
た
古
代

信
仰
の
、
元
の
姿
を
見
る
事
で
あ
る
。
学
問
上
の
伝
襲
は
、
私
の
上
に
払
ひ

き
れ
ぬ
霾ヨナ
の
様
に
積
つ
て
ゐ
た
。
此
を
整
頓
す
る
唯
一
つ
の
方
法
は
、
哲
学

で
も
な
く
、
宗
教
で
も
な
い
こ
と
が
、
始
め
て
は
つ
き
り
と
、
心
に
来
た
。

先
生
の
学
問
の
、
ま
づ
向
け
ら
れ
た
放
射
光
は
、
恰
も
、
私
の
進
む
道
を
照
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し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
秋
成
や
守
部
の
様
な
批
評
家
で
な
い
自
分
は
、
憂
鬱

な
伝
統
知
識
の
圧オ
し
の
下
に
、
何
だ
か
、
不
満
な
気
分
を
抱
い
て
ゐ
た
ば
か

り
で
あ
つ
た
。
其
が
、
微
か
な
が
ら
、
跳
ね
返
す
力
を
得
て
来
た
訣
で
あ
る
。

個
々
の
知
識
の
訂
正
よ
り
は
、
体
系
の
改
造
で
あ
る
。
彼
二
人
の
皮
肉
屋
の
、

閃
く
如
き
鋭
さ
よ
り
は
、
重
胤
の
、
鈍
い
重
さ
の
広
く
亘
る
力
を
思
ふ
べ
き

気
稟
で
あ
つ
た
。
新
し
い
国
学
は
、
古
代
信
仰
か
ら
派
生
し
た
、
社
会
人
事

の
研
究
か
ら
、
出
直
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
事
を
悟
つ
た
。
此
民
間
伝
承
を

研
究
す
る
学
問
が
、
我
が
国
に
も
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
、
江
戸
末
の
享
楽

者
流
・
銷
閑
学
者
の
、
不
徹
底
な
好
事
、
随
筆
式
な
蒐
集
に
止
つ
て
ゐ
た
。

だ
か
ら
、
民
俗
は
研
究
せ
ら
れ
て
も
、
古
代
生
活
を
対
象
と
す
る
国
学
の
補

助
と
は
な
ら
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
、
上
ッ
代
ぶ
り
・
後オト
ッ
代ヨ
ぶ
り
の
二
つ
の
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区
劃
を
、
益
明
ら
か
に
感
じ
さ
せ
る
一
方
で
あ
つ
た
。
私
は
、
柳
田
先
生
の

追
随
者
と
し
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
、
国
学
の
新
し
い
建
て
直
し
に
努
め
た
。
爾

来
十
五
年
、
稍
、
組
織
ら
し
い
も
の
も
立
つ
て
来
た
。
今
度
の
「
古
代
研
究
」

一
部
三
冊
は
、
新
し
い
国
学
の
筋
立
て
を
摸
索
し
た
痕
で
あ
る
。

此
書
物
の
中
か
ら
、
私
の
現
在
の
考
へ
方
を
捜
り
出
さ
う
と
す
る
の
は
、
無

理
で
あ
る
。
実
は
、
今
に
お
き
、
悩
ん
で
ゐ
る
。
日
々
、
不
見
識
な
豹
変
を

重
ね
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。

国
文
学
篇
の
最
初
の
「
国
文
学
の
発
生
」
は
、
あ
の
上
に
今
一
つ
、
第
五
稿

を
書
き
さ
し
て
ゐ
る
。
四
つ
の
論
文
を
お
読
み
に
な
つ
た
方
は
、
定
め
て
、

呆
れ
て
下
さ
つ
た
事
で
あ
ら
う
。
民
俗
学
篇
で
も
、
「
村
々
の
祭
り
」
と
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「
大
嘗
祭
の
本
義
」
と
の
間
に
は
、
実
際
、
御
覧
に
入
れ
た
く
な
い
ほ
ど
、

考
へ
の
変
化
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
半
年
も
立
た
ぬ
間
に
、
出
来
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
其
で
ゐ
て
、
か
う
で
あ
る
。
か
う
し
た
真
の
意
味
の
仮
説
を
、

学
界
に
提
供
す
る
事
は
、
わ
る
い
と
も
言
へ
よ
う
。
又
、
よ
い
と
も
言
へ
る
。

其
は
、
結
論
を
度
外
視
し
た
顔
の
と
り
す
ま
し
た
学
者
の
為
に
、
一
人
で
罪

を
負
ふ
懺
法
と
し
て
の
、
役
に
立
ち
さ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
慎
重
な
態
度
を

重
ん
ず
る
、
庠
序
学
派
の
人
々
は
、
此
を
、
自
身
の
学
問
と
一
つ
に
並
べ
る

を
さ
へ
、
屑
し
と
せ
な
い
で
あ
ら
う
。
殊
に
、
民
俗
学
の
世
界
的
権
威
に
し

て
、
我
々
が
「
あ
が
ほ
と
け
」
と
も
斎
く
べ
き
ふ﹅
れ﹅
ぃ﹅
ざ﹅
ぁ﹅
は
あ
つ
て
も
、

読
み
量ガサ
の
少
い
方
法
に
甘
ん
じ
る
様
に
な
り
、
ひ
き
出
し
の
摘
要
書
き
の
範

囲
の
広
く
及
ば
な
い
の
に
焦ヂ
れ
て
、
遂
に
は
、
か
あ
ど
の
記
録
を
思
ひ
止
る
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様
に
な
つ
た
。
其
以
来
唯
、
記
憶
及
び
記
憶
の
下
づ
み
に
な
つ
た
、
数
多
の

知
識
の
印
象
の
、
随
時
の
活
動
に
、
た
よ
る
様
に
な
つ
て
来
た
。
だ
が
、
今

は
読
書
の
印
象
も
段
々
薄
ら
い
で
、
改
め
て
、
か
あ
ど
を
要
す
る
老
い
を
覚

え
初
め
て
ゐ
る
。

だ
が
強
情
な
私
は
ま
だ
、
思
う
て
ゐ
る
。
我
々
の
立
て
る
蓋
然
は
、
我
々
の

偶
感
で
は
な
い
。
唯
、
証
明
の
手
段
を
尽
さ
な
い
発
表
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

世
の
論
証
法
も
、
一
種
の
技
巧
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
多
い
。
あ
る
事
象
に
遭

う
て
、
忽
、
類
似
の
事
象
の
記
憶
を
喚
び
起
し
、
一
貫
し
た
論
理
を
直
観
し

て
、
さ
て
後
、
そ
の
確
実
性
を
証
す
る
だ
け
の
資
料
を
陳
ね
て
、
学
問
的
体

裁
を
整
へ
る
、
と
言
つ
た
方
式
に
よ
ら
な
い
学
者
が
、
な
い
で
あ
ら
う
か
。

つ
ま
り
は
、
蓋
然
を
必
然
化
す
る
だ
け
の
事
で
あ
る
。
而
も
、
そ
の
必
然
化
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せ
ら
れ
た
と
見
え
る
研
究
に
す
ら
、
認
識
の
不
徹
底
が
煩
ひ
し
て
、
結
論
を

誤
ら
し
め
て
ゐ
る
事
が
多
い
。
蓋
然
の
許
さ
れ
て
ゐ
る
、
哲
学
的
の
思
索
を

改
め
て
、
実
証
化
し
た
ぶ
ん
と
等
の
研
究
が
、
常
に
、
正
し
い
結
論
に
達
し

て
ゐ
る
と
は
云
へ
な
い
。
や
は
り
、
論
理
に
、
飛
躍
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
知

識
と
経
験
と
の
融
合
を
促
す
、
実
感
を
欠
い
た
空
想
が
、
多
く
交
つ
て
居
る
。

わ
れ
〳
〵
に
は
其
が
、
単
な
る
弁
証
に
し
か
過
ぎ
な
く
思
は
れ
る
事
さ
へ
あ

る
。

東
海
粟
散
の
辺
土
に
、
微
か
な
蟇
の
息
を
吐ツ
く
末
流
の
学
徒
、
私
如
き
者
の

企
て
を
以
て
し
て
も
、
ふ
れ
ぃ
ざ
ぁ
教
授
の
提
供
し
た
証
拠
を
、
そ
の
ま
ゝ

逆
用
し
て
、
こ
の
大
先
達
の
う
ち
立
て
た
学
界
の
定
説
を
、
ひ
つ
く
り
返
す

こ
と
も
出
来
さ
う
な
弱
点
を
見
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
立
証
す
べ
き
信
念
と
、
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そ
の
土
台
と
な
る
知
識
の
準
備
と
を
、
信
頼
し
て
よ
い
学
者
の
立
て
た
仮
説

な
ら
、
そ
の
解
釈
や
論
理
に
、
錯
誤
の
な
い
限
り
は
、
民
俗
学
上
に
、
存
在

の
価
値
を
許
し
て
よ
い
と
思
ふ
。
こ
れ
を
更
に
、
必
然
化
す
る
事
は
、
論
者

自
身
或
は
、
後
生
学
者
の
手
で
せ
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
、

自
身
弁
護
を
考
へ
て
後
、
わ
り
に
自
由
に
、
物
を
書
く
様
に
な
つ
た
。
唯
、

柳
田
先
生
の
表
現
方
法
か
ら
、
遠
ざ
か
つ
て
行
く
事
を
憂
へ
な
が
ら
も
。
私

は
、
自
身
の
素
質
や
経
験
を
、
虔
し
や
か
な
意
義
に
お
い
て
、
信
じ
て
ゐ
た
。

だ
か
ら
、
私
の
ぷ
ら
ん
に
現
れ
る
論
理
と
推
定
と
が
、
唯
、
資
料
の
陳
列
に

乏
し
い
事
の
外
、
そ
ん
な
に
寂
し
い
も
の
と
は
思
は
な
く
な
つ
た
。
虚
偽
や

空
想
の
所
産
で
は
な
い
と
信
じ
て
、
資
料
と
実
感
と
推
論
と
が
、
交
錯
し
て

生
ま
れ
て
来
る
、
論
理
を
辿
る
事
に
努
め
た
。
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私
は
、
過
去
三
十
年
の
間
に
、
長
短
、
数
へ
き
れ
ぬ
ほ
ど
旅
を
し
て
来
た
。

そ
の
中
で
も
、
近
い
十
五
年
は
、
旅
を
す
る
用
意
が
変
つ
て
来
た
。
民
間
伝

承
を
採
訪
す
る
事
の
外
、
地
方
生
活
を
実
感
的
に
と
り
こ
ま
う
と
努
め
た
。

私
の
記
憶
は
、
採
訪
記
録
に
載
せ
き
れ
な
い
も
の
を
残
し
て
ゐ
る
。
山
村
・

海
邑
の
人
々
の
伝
へ
た
古
い
感
覚
を
、
緻
密
に
印
象
し
て
え
た
事
は
、
事
実

で
あ
る
。
書
物
を
読
め
ば
、
此
印
象
が
実
感
を
起
す
。
旅
に
居
て
、
そ
の
地

の
民
俗
の
刺
戟
に
遭
へ
ば
、
書
斎
で
の
知
識
の
聯
想
が
、
実
感
化
せ
ら
れ
て

来
る
。

私
は
、
人
類
学
・
言
語
学
・
社
会
学
系
統
の
学
問
で
、
不
確
実
な
印
象
記
な

る
文
献
や
、
最
小
公
倍
数
を
求
め
る
統
計
に
、
絶
対
の
価
値
を
信
じ
る
研
究
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態
度
に
は
、
根
本
に
お
い
て
誤
り
が
あ
る
と
思
ふ
。
記
録
は
、
自
己
の
経
験

記
以
外
の
も
の
は
、
真
相
を
逸
し
た
、
孫
引
き
同
様
の
物
と
な
る
こ
と
が
多

い
。
計
数
に
よ
る
も
の
は
、
範
疇
を
以
て
、
事
を
律
し
易
い
上
に
、
其
結
論

を
応
用
す
る
に
は
、
あ
ま
り
単
純
で
あ
り
、
概
算
的
で
あ
る
。
比
較
研
究
は
、

事
象
・
物
品
を
一
つ
位
置
に
据
ゑ
て
、
見
比
べ
る
事
だ
け
で
は
な
い
。
其
幾

種
の
事
物
の
間
の
関
係
を
、
正
し
く
通
観
す
る
心
の
活
動
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
此
比
較
能
力
の
程
度
が
、
人
々
の
、
学
究
的
価
値
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
ま
づ
正
し
い
実
感
を
、
鋭
敏
に
、
痛
切
に
起
す
素
地
を
　
　

天
稟
以
上
に
　
　
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
、
機
会
あ
る
毎
に
、
此
能
力
を

馴
ら
し
て
置
く
事
が
肝
腎
で
あ
る
。

比
較
能
力
に
も
、
類
化
性
能
と
、
別
化
性
能
と
が
あ
る
。
類
似
点
を
直
観
す
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る
傾
向
と
、
突
嗟
に
差
異
点
を
感
ず
る
も
の
と
で
あ
る
。
こ
の
二
性
能
が
、

完
全
に
融
合
し
て
ゐ
る
事
が
理
想
だ
が
、
さ
う
は
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。

私
に
は
、
こ
の
別
化
性
能
に
、
不
足
が
あ
る
様
で
あ
る
。
類
似
は
、
す
ば
や

く
認
め
る
が
、
差
異
は
、
か
つ
き
り
胸
に
来
な
い
。
事
象
を
同
視
し
易
い
傾

き
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
の
推
論
の
上
に
、
誤
謬
を
交
へ
て
居
な
い
か
と
時

々
気
に
な
る
。
「
無
頼
の
徒
の
芸
術
」
そ
の
外
に
出
た
、
念
仏
芸
能
の
観
察

が
、
私
に
は
、
定
説
と
し
て
の
確
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、
他
人
に
は
納
得
さ

せ
に
く
い
。
最
親
し
い
旧
友
で
、
厳
重
に
考
証
態
度
を
守
つ
て
ゐ
る
若
い
正

史
編
纂
者
の
、
微
笑
と
渋
面
と
を
交
へ
た
抗
議
を
受
け
た
の
も
、
其
為
で
あ

る
と
思
ふ
。
こ
れ
は
差
異
点
の
説
明
に
、
巧
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
踏
歌
・

呪
師
・
田
楽
・
鎮
花
祭
舞
踊
の
文
献
や
、
残
形
を
見
る
と
、
念
仏
踊
り
の
要
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素
と
な
つ
た
も
の
が
、
う
ん
と
あ
る
。
殊
に
、
実
地
に
見
て
歩
い
た
経
験
を

比
較
す
る
と
、
田
楽
・
念
仏
の
共
通
点
ば
か
り
が
目
に
つ
い
て
、
従
来
考
へ

ら
れ
て
来
た
様
な
区
劃
は
、
心
の
中
に
没
し
て
了
ふ
。
念
仏
踊
り
や
念
仏
宗

な
ど
の
起
原
や
相
互
作
用
の
、
鎮
花
祭
や
、
祇
園
御
霊
祭
り
や
、
田
楽
な
ど

に
あ
る
事
が
覚
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
其
分
派
の
状
態
や
、
世
間
が
持
つ
て

ゐ
た
差
別
観
の
根
拠
な
ど
は
、
も
一
つ
茫
漠
と
し
て
ゐ
る
。

近
代
の
田
楽
に
は
、
念
仏
踊
り
に
近
い
行
道
や
、
群
舞
の
様
式
が
、
主
と
せ

ら
れ
て
ゐ
る
の
も
、
事
実
で
あ
る
。
念
仏
踊
り
の
中
に
も
、
田
楽
能
か
ら
移

し
た
ら
し
い
能
狂
言
　
　
物
ま
ね
狂
言
　
　
や
、
村
群
行
ワ
タ
リ
や
、
家
ぼ
め
の
こ

と
ほ
ぎ
が
行
は
れ
て
居
る
。
呪
師
系
統
の
田
楽
は
、
約
束
ど
ほ
り
の
服
装
に
、

  

編    

木  

ビ
ン
ザ
ヽ
ラ

を
持
ち
、
田
楽
鼓
を
腰
に
し
、
一
様
に
藺
笠
を
頂
く
の
を
目
標
と
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す
る
事
が
出
来
る
が
、
巫
女
田
楽
で
は
、
既
に
違
ふ
。
村
田
楽
や
法
師
田
楽

な
ど
の
形
は
、
古
い
絵
を
見
て
も
、
違
う
て
ゐ
る
様
だ
。
竹
の
簓
を
摩
り
、

大
太
鼓
を
吊
り
下
げ
、
唯
の
晴
れ
着
ら
し
い
物
を
着
て
、
笠
を
冠
る
の
も
、

鉢
巻
き
を
す
る
の
も
あ
る
。
法
師
田
楽
に
な
る
と
、
大
太
鼓
の
代
り
の
鉦
鼓

を
、
重
さ
の
為
に
高
く
吊
り
、
お
な
じ
田
の
行
事
な
る
鎮
花
祭
の
悪
霊
逐
ひ

の
念
仏
踊
り
と
、
田
の
祝
福
の
田
楽
と
を
混
淆
し
て
、
踊
る
の
も
其
は
ず
で

あ
る
。

呪
師
系
統
の
田
楽
で
、
大
切
な
芸
に
な
つ
て
ゐ
る
手
品
・
軽
業
の
類
は
、
正

式
の
田
楽
風
を
存
す
る
処
に
も
、
後
に
は
、
行
は
れ
な
く
な
つ
て
居
る
。
曲

芸
を
忘
れ
た
芸
能
は
、
田
楽
と
し
て
の
要
素
を
、
既
に
、
落
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
編
木
も
簓
も
知
ら
ず
、
幸
若
の
様
な
扮
装
を
し
て
出
る
遠
州
旧
奥
山
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村
の
田
楽
に
は
、
尚
曲
芸
の
形
式
だ
け
は
行
ひ
、
又
、
他
処
に
は
忘
れ
ら
れ

た
田
楽
能
　
　
能
楽
要
素
を
多
く
と
り
こ
ん
だ
　
　
を
演
じ
て
居
る
。
呪
師

田
楽
の
地
方
的
本
拠
な
る
伯
州
大
山
寺
に
近
い
、
出
雲
西
南
の
社
々
に
は
、

田
楽
の
変
体
ら
し
い
傘
鉾
行
列
の
群
舞
を
行
う
て
ゐ
て
、
而
も
、
念
仏
踊
り

と
称
へ
て
居
る
。

か
う
し
た
村
田
楽
の
、
念
仏
踊
り
の
古
い
時
代
に
、
念
仏
聖
一
派
の
手
で
、

専
門
の
芸
能
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
が
、
時
の
好
み
を
逐
う
て
、
小
唄
踊
り

や
、
狂
言
を
と
り
容
れ
、
其
が
、
巫
女
を
主
役
と
す
る
様
に
な
る
と
、
お
国

を
代
表
者
と
す
る
新
念
仏
踊
り
と
な
つ
た
。
念
仏
踊
り
な
る
が
故
に
、
巫
女

の
資
格
の
芸
能
人
も
、
聖
の
男
踊
り
の
姿
に
扮
す
る
こ
と
を
、
序
開
き
の
条

件
と
し
、
其
後
は
、
巫
女
舞
ひ
か
ら
、
多
く
の
小
唄
組
み
踊
り
を
演
じ
た
。
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又
狂
言
に
は
、
当
世
風
流
の
寛
濶
ぶ
り
を
う
つ
し
て
、
歌
舞
妓
芸
を
創
作
す

る
様
に
な
つ
た
。

田
楽
・
念
仏
の
類
似
点
か
ら
推
し
た
関
係
は
、
こ
の
様
に
複
雑
だ
が
、
さ
て
、

境
界
線
を
画
す
る
段
に
な
る
と
、
現
存
の
も
の
だ
け
に
つ
い
て
さ
へ
、
判
然

た
る
断
言
を
下
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
近
古
・
近
世
に

亘
つ
て
は
、
本
質
的
な
差
異
を
鑑
別
す
る
力
が
、
実
感
と
な
つ
て
は
、
私
に

は
、
浮
ん
で
来
に
く
い
。
文
学
・
芸
能
の
複
雑
な
共
通
点
は
見
え
て
も
、
こ

れ
を
単
純
な
、
別
々
の
元
の
姿
に
、
還
し
て
来
る
能
力
に
は
劣
つ
て
ゐ
る
。

私
は
、
沖
縄
に
二
度
渡
つ
た
。
さ
う
し
て
、
島
の
伝
承
に
、
実
感
を
催
さ
れ

て
、
古
代
日
本
の
姿
を
見
出
し
た
喜
び
を
、
幾
度
か
論
文
に
書
き
綴
つ
た
。
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其
大
部
分
は
、
此
本
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
私
の
よ
い
同
行
の
友
人
の
中
に

も
、
既
に
、
南
島
研
究
に
執
す
る
私
の
態
度
に
飽
い
て
、
忠
告
と
嘲
笑
と
を
、

交
々
す
る
人
さ
へ
あ
る
。
相
違
と
い
へ
ば
、
其
間
に
、
私
は
唯
一
つ
、
沖
縄

語
と
日
本
語
と
の
本
質
的
な
差
異
を
、
見
出
し
た
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
文
法

や
語
彙
の
類
似
に
も
、
内
外
学
者
の
言
語
学
上
の
定
説
ほ
ど
の
一
致
は
な
い
、

と
い
ふ
事
で
あ
る
。
二
つ
の
国
語
は
、
あ
ま
り
に
早
く
別
れ
て
居
た
。
そ
の

後
発
達
し
た
特
殊
な
組
織
が
、
複
雑
化
し
た
中
央
日
本
語
と
の
間
に
は
、
相

違
が
あ
り
過
ぎ
る
。
言
語
の
同
系
は
事
実
に
違
ひ
な
い
が
、
意
外
に
距
離
の

あ
る
事
が
、
私
だ
け
に
は
証
明
出
来
だ
し
て
来
た
。
語
根
の
品
詞
化
す
る
方

法
が
、
第
一
に
違
ふ
。
殊
に
親
近
な
る
を
思
は
せ
た
用
言
形
式
の
類
似
が
、

実
は
、
分
離
後
の
発
達
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
、
と
知
れ
た
。
両
者
の
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近
代
語
に
、
類
似
し
た
も
の
ゝ
多
い
こ
と
は
、
記
録
・
文
学
や
上
流
用
語
と

し
て
、
日
本
語
の
利
用
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
組
織
等
し
い
文
法
の
中
に
入
り

こ
ん
で
、
自
由
に
変
化
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
か
う
言
ふ
風
に
、

日
琉
分
離
の
時
代
を
、
極
め
て
古
く
考
へ
て
ゐ
る
。
単
に
、
言
語
の
上
か
ら

ば
か
り
で
、
同
族
論
を
主
張
す
る
こ
と
を
危
み
出
し
た
。

だ
が
、
其
外
の
民
間
伝
承
、
殊
に
、
信
仰
生
活
に
つ
い
て
は
、
我
々
の
古
代

生
活
様
式
の
、
遺
存
し
て
居
る
事
を
疑
ふ
だ
け
の
別
化
性
能
の
活
動
は
、
ま

だ
起
ら
な
い
。
本
質
的
同
型
と
、
偶
発
的
の
一
致
と
を
区
別
し
て
か
ゝ
ら
ぬ

研
究
は
、
根
柢
に
お
い
て
誤
り
が
あ
る
。
印
度
や
、
極
北
あ
じ
あ
の
民
俗
が
、

比
較
研
究
や
、
発
生
的
論
証
に
は
役
立
つ
て
も
、
祖
先
の
古
代
生
活
を
考
へ

る
た
め
に
は
、
単
に
、
反
省
を
促
す
補
助
資
材
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
民
俗
学
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の
為
に
は
、
此
方
法
は
、
必
履
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
民
俗
学
の
一
分

科
と
し
て
の
民
族
的
民
俗
学
に
は
、
第
一
資
料
を
、
比
較
資
料
の
先
に
据
ゑ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
沖
縄
研
究
は
、
此
立
ち
場
か
ら
、
ま
だ
、
古
代
研

究
の
為
の
実
感
を
催
す
力
を
失
う
て
居
な
い
。

私
は
、
国
学
院
在
学
中
、
四
年
間
、
朝
鮮
語
を
習
ひ
と
ほ
し
た
。
手
ほ
ど
き

か
ら
見
て
貰
う
た
本
田
存
先
生
の
後
は
、
金
沢
庄
三
郎
先
生
の
特
別
な
心
い

れ
を
頂
い
た
。
朝
鮮
語
に
就
い
て
は
、
相
当
の
自
信
も
あ
つ
た
。
卒
業
間
際

に
な
つ
て
、
ほ
ん
の
暫
ら
く
で
は
あ
つ
た
が
、
外
国
語
学
校
の
蒙
古
語
科
の

夜
学
に
も
通
う
た
。
金
沢
先
生
の
刺
戟
か
ら
、
東
洋
言
語
の
比
較
よ
り
す
る

国
語
の
研
究
に
、
情
熱
を
持
つ
た
為
で
あ
つ
た
。
ま
だ
お
若
か
つ
た
金
田
一
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京
助
先
生
に
は
、
あ
い
ぬ
文
法
の
手
ほ
ど
き
を
承
つ
た
が
、
こ
の
方
は
な
ぜ

か
、
も
の
に
な
ら
な
か
つ
た
。
恐
ら
く
短
期
の
演
習
と
し
て
、
過
ぎ
た
か
ら

で
あ
ら
う
。
あ
い
ぬ
語
の
練
習
を
後
廻
し
に
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
外
国
語
に

対
す
る
私
の
頑
冥
な
偏
僻
が
、
こ
れ
等
の
東
洋
語
の
記
憶
を
す
ら
妨
げ
て
居

る
事
が
、
段
々
訣
つ
て
来
た
。
そ
れ
で
、
あ
い
ぬ
語
ま
で
は
、
手
が
届
か
な

い
で
了
う
た
。
で
も
、
こ
の
先
生
の
新
鮮
な
感
覚
に
よ
つ
て
蘇
ら
さ
れ
た
あ

い
ぬ
の
文
法
の
講
義
や
、
座
談
に
は
、
衝
動
に
堪
へ
ぬ
ほ
ど
、
多
く
の
暗
示

が
籠
つ
て
ゐ
た
。
未
開
時
代
の
種
族
・
社
会
に
偶
発
す
る
共
通
民
俗
も
、
あ

い
ぬ
の
場
合
は
、
東
方
日
本
の
先
住
民
と
し
て
、
民
族
的
交
渉
の
程
度
に
疑

ひ
の
あ
る
だ
け
、
殊
に
注
意
は
緻
密
に
な
ら
な
い
で
は
居
な
い
。

そ
の
頃
一
方
に
、
律
文
学
の
文
学
史
に
最
、
興
味
を
持
つ
て
ゐ
た
。
語
部
な
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る
部
曲
に
つ
い
て
は
、
古
史
伝
以
外
に
は
、
ま
だ
明
確
な
、
記
述
も
研
究
も

な
か
つ
た
。
あ
る
時
、
重
野
安
繹
博
士
の
国
史
綜
覧
稿
の
出
版
に
臨
ん
で
、

何
か
の
意
味
を
持
つ
て
催
さ
れ
た
講
演
会
で
、
始
め
て
偶
像
破
壊
者
と
謳
は

れ
て
来
て
ゐ
た
翁
の
口
か
ら
、
語
部
の
話
を
聞
い
た
時
は
、
此
部
曲
の
職
掌

に
つ
い
て
、
一
点
の
疑
ひ
も
な
い
定
説
が
、
発
表
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
信
じ

た
。
其
と
共
に
、
我
が
古
代
社
会
の
指
導
力
と
し
て
の
詩
の
あ
つ
た
事
を
知

つ
て
、
心
躍
り
を
禁
ず
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
。
か
う
し
た
興
味
を
持
つ
た

私
が
、
先
生
か
ら
、
あ
い
ぬ
の
詞
曲
ゆ
か
ら
と
、
其
伝
誦
者
な
る
ゆ
か
ら
く

る
と
の
存
在
を
聞
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
語
部
の
生
活
を
類
推
す
る
、
唯
一

の
材
料
を
得
た
訣
で
あ
る
。
其
後
、
古
代
欧
洲
諸
国
に
も
、
此
に
似
た
も
の
ゝ

あ
つ
た
事
を
知
つ
た
。
さ
う
し
て
段
々
、
日
本
の
語
部
の
輪
廓
の
想
定
図
だ
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け
は
、
作
つ
て
ゐ
た
。
其
後
二
十
年
近
い
年
月
に
、
ま
あ
内
容
ら
し
い
も
の

が
膨
ら
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
文
献
の
上
の
証
拠
は
、
幼
稚
な
比
較
法
に
よ

つ
た
語
部
の
職
掌
や
、
社
会
的
地
位
に
関
し
た
仮
説
を
、
殆
、
覆
し
尽
し
た
。

け
れ
ど
も
、
私
の
古
代
研
究
は
、
此
仮
説
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
に

基
い
て
ゐ
る
所
が
多
い
。

だ
か
ら
、
朝
鮮
民
族
や
、
大
陸
の
各
種
族
の
民
俗
に
つ
い
て
、
全
く
実
感
の

持
て
ぬ
私
で
は
な
い
と
信
じ
る
。
唯
、
新
し
い
国
学
の
為
、
古
代
研
究
の
基

礎
を
叩
き
あ
げ
る
に
は
、
疑
ひ
な
く
古
代
日
本
の
一
部
を
形
づ
く
つ
た
、
朝

鮮
や
南
方
支
那
の
漢
人
種
の
民
間
に
伝
承
す
る
習
俗
す
ら
、
私
に
は
危
く
て

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
殊
に
、
頻
繁
に
加
つ
た
後
入
要
素
の
分
離
が
、
完
全
に

出
来
な
い
間
は
、
出
雲
人
や
、
但
馬
人
に
関
し
た
文
献
上
の
古
俗
を
、
韓
人
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・
南
方
漢
種
の
近
代
の
も
の
に
推
し
宛
て
る
勇
気
が
出
な
い
。
又
事
実
、
其

だ
け
の
変
化
が
加
つ
て
ゐ
る
。

併
し
、
其
等
の
土
地
に
居
て
、
そ
の
実
感
を
深
め
る
事
が
出
来
た
ら
、
分
離

す
べ
き
も
の
は
分
離
し
て
、
民
族
的
民
俗
学
の
第
一
資
料
を
、
思
ふ
に
任
せ

て
獲
る
様
に
な
る
だ
ら
う
。
私
一
己
の
学
問
に
と
つ
て
は
、
今
の
中
は
、
其

国
々
か
ら
は
、
有
力
な
比
較
資
料
を
捜
る
と
い
ふ
に
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其

地
を
踏
ま
ぬ
私
は
、
自
然
か
う
言
ふ
態
度
を
採
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
今

の
中
、
沖
縄
の
民
俗
で
解
釈
の
出
来
る
だ
け
は
し
て
置
い
て
、
他
日
、
朝
鮮

や
南
支
那
の
民
間
伝
承
も
、
充
分
に
利
用
す
る
時
期
を
待
つ
て
ゐ
る
。
私
の

文
献
を
活
用
す
る
範
囲
は
狭
い
。
併
し
、
理
会
の
届
か
な
い
比
較
資
料
を
、

な﹅
ま﹅
は﹅
ん﹅
か﹅
に
用
ゐ
な
い
覚
悟
で
あ
る
。
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私
の
本
の
為
に
、
波
多
郁
太
郎
さ
ん
の
作
つ
て
く
れ
た
索
引
の
効
能
は
、
せ

い
／
″
＼
此
本
の
索
引
以
上
に
出
な
い
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら
、
新
し
い
研

究
者
の
引
用
に
値
ひ
せ
ぬ
、
あ
り
触
れ
た
資
料
を
、
私
の
実
感
で
活
し
て
ゐ

る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
比
べ
て
言
ふ
の
も
憚
ら
れ
る
が
、
私
の
学
問

の
大
先
達
本
居
宣
長
の
「
古
事
記
伝
」
が
さ
う
で
あ
る
。
あ
の
本
の
索
引
は
、

「
古
事
記
伝
」
自
身
の
為
以
外
に
、
応
用
の
利
か
な
い
ま
で
、
鈴
屋
の
翁
は
、

あ
り
合
せ
の
材
料
で
料
理
し
尽
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
あ
の
本
の
引
用
文
は
、

宣
長
以
上
に
役
に
立
ち
さ
う
で
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
伴
信
友
は
、
典
型

的
な
学
究
態
度
を
持
し
て
居
た
が
、
彼
の
珍
し
く
博
い
材
料
は
、
ま
だ
料レウ
り

残
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
宣
長
の
方
か
ら
出
た
結
論
に
、
疑
ひ
を
挿
ま
ぬ
人

々
も
、
そ
の
態
度
を
学
ぶ
も
の
に
は
、
危
険
を
説
く
に
違
ひ
な
い
。
信
友
の
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方
針
は
、
万
人
拠
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
、
宣
長
の
仮
説
が
、

後
学
の
手
で
段
々
具
体
化
せ
ら
れ
て
来
た
今
日
で
は
、
誰
も
そ
の
蓋
然
を
呪

は
な
い
。
甚
し
い
の
は
、
翁
に
数
多
い
、
誤
つ
た
論
理
の
結
果
な
る
仮
説
さ

へ
、
今
は
定
論
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
と
共
に
、
信
友
の
客
観
性
に

富
ん
だ
結
論
も
、
ま
う
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
多
く
な
つ
た
。

人
各
、
適フサ
ふ
所
が
あ
る
。
研
究
法
を
以
て
、
研
究
の
最
後
と
見
、
方
法
論
を

以
て
窮
竟
地
と
考
へ
な
い
以
上
、
啓
蒙
的
な
意
義
に
於
け
る
正
確
さ
を
も
含

ん
で
の
論
証
法
の
形
式
を
、
第
一
義
に
置
い
て
ば
か
り
も
居
ら
れ
な
い
。
哲

学
と
科
学
と
の
間
に
、
別
に
、
実
感
と
事
象
と
の
融
合
に
立
脚
す
る
新
実
証

学
風
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
は
固
定
し
た
知
識
で
あ
り
、
片
方
は
生
き

た
生
活
で
あ
る
。
時
と
し
て
は
、
両
方
と
も
に
、
生
命
あ
る
場
合
も
あ
る
。
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此
二
つ
を
結
合
す
る
も
の
が
、
実
感
で
あ
る
。
か
う
し
た
実
証
的
な
方
法
を

用
ゐ
る
事
の
出
来
な
い
、
死
滅
し
た
事
象
の
研
究
法
や
、
捕
捉
し
難
い
時
間

現
象
を
計
数
の
上
に
立
証
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
、
自
然
違
つ
た
方
法
を
用

ゐ
て
よ
い
訣
で
あ
る
。
私
の
研
究
は
、
空
想
に
客
観
の
衣
装
を
被
せ
た
も
の

は
、
わ
り
に
尠
い
。
民
俗
を
見
聞
し
な
が
ら
、
又
は
、
本
を
読
み
な
が
ら
の

実
感
が
、
記
憶
の
印
象
を
、
喚
び
起
す
事
か
ら
、
論
理
の
糸
口
を
得
た
事
が

多
い
。
其
論
理
を
追
求
し
て
ゐ
る
間
に
、
自
ら
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
て
来
る
知

識
を
綜
合
す
る
。
唯
、
其
方
法
は
誤
ら
な
い
様
に
、
常
に
用
心
は
し
て
ゐ
る
。

生
き
て
感
じ
得
ぬ
資
料
を
避
け
る
私
は
、
乏
し
い
知
識
に
よ
る
比
較
研
究
に

よ
つ
て
、
民
俗
の
文
献
や
過
去
の
存
在
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
や
う
な
方
法

に
は
、
年
と
共
に
畏
れ
を
増
し
て
来
た
。
世
界
共
通
の
伝
説
の
型
を
解
説
す
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る
様
な
場
合
は
、
気
楽
に
な
れ
る
。
が
、
実
生
活
の
一
端
と
し
て
生
き
て
ゐ

る
も
の
に
対
し
て
は
、
印
度
・
欧
洲
の
暗
合
を
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
俗

の
外
的
類
似
か
ら
推
し
て
、
其
発
源
地
や
、
そ
の
本
義
を
定
め
る
方
法
を
採

る
事
は
出
来
ぬ
。
だ
か
ら
恥
し
い
程
、
私
の
考
へ
は
、
い
つ
も
国
中
を
う
ろ

つ
い
て
ゐ
る
。

傀
儡
子
が
、
東
あ
じ
あ
大
陸
に
広
が
つ
て
、
朝
鮮
半
島
ま
で
も
来
て
ゐ
る
文

献
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
直
に
、
我
が
国
の
く
ゞ
つ
　
　
傀
儡
子
の
字
面
を

好
ん
で
宛
て
た
　
　
の
民
の
本
源
だ
と
は
信
じ
な
い
。
薩
満
教
が
如
何
に
、

東
方
に
有
力
で
も
、
日
本
・
沖
縄
の
古
来
の
巫
女
を
以
て
、
其
分
派
と
思
ふ

勇
気
も
な
い
。
其
を
信
じ
得
る
時
は
、
即
、
私
自
身
が
実
証
し
得
る
時
で
あ

る
。
豊
富
な
資
料
を
自
由
に
活
用
出
来
る
時
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
塔
が
卒
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塔
婆
か
ら
出
、
ぱ
ん
が
洋
人
の
食
料
を
学
ん
だ
と
言
ふ
様
な
伝
来
の
径
路
の
、

知
れ
き
つ
た
も
の
ゝ
外
は
、
て
ら
（
寺
）
な
る
語
が
、
外
来
語
で
あ
る
と
言

ふ
定
説
も
、
ほ
と
け
の
語
原
な
ど
に
も
、
一
応
は
疑
ひ
を
持
つ
て
見
る
必
要

が
あ
る
。
ふ
れ
ぃ
ざ
ぁ
教
授
の
様
に
、
多
く
の
資
料
を
え
提
供
し
な
い
限
り
、

若
干
の
文
献
の
抜
き
書
き
を
列
ね
る
位
で
は
、
唯
の
比
較
研
究
す
ら
も
危
い

と
思
ふ
。
茲
に
、
私
の
眼
界
の
狭
く
止
つ
て
ゐ
る
所
以
が
あ
る
。

顧
み
て
恥
ぢ
な
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
語
原
の
解
釈
法
で
あ
る
。
口
頭

伝
承
に
よ
る
詞
章
ば
か
り
が
、
存
続
性
を
持
つ
た
時
代
に
は
、
用
語
例
の
理

会
が
、
常
に
変
化
し
て
ゐ
た
。
聯
想
が
無
制
限
に
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
あ

る
一
語
の
語
義
の
固
定
し
た
時
代
は
、
そ
の
言
語
の
可
な
り
発
達
を
遂
げ
た

後
で
あ
つ
た
。
後
世
、
語
原
と
見
做
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
わ
り
に
、
整
然
と
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し
た
論
理
を
具
へ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
時
代
の
用
例
を
出
発
点
と
し

て
ゐ
る
語
原
説
は
、
発
足
地
に
誤
謬
が
あ
る
。
其
以
前
の
自
由
な
時
代
の
形

式
・
内
容
の
変
化
が
、
固
定
し
た
推
移
の
過
程
は
、
一
向
に
顧
み
ら
れ
な
い

で
ゐ
た
。
品
詞
や
文
法
の
発
生
を
考
へ
る
時
、
我
々
は
常
に
、
あ
る
完
成
を

空
想
し
て
ゐ
る
。

本
書
中
に
、
み
ぬ
ま
・
み
づ
は
・
み
る
め
・
み
ぬ
め
・
み
つ
ま
・
ひ
ぬ
ま
・

ひ
る
め
等
の
形
式
変
化
と
共
に
、
内
容
も
亦
移
つ
て
居
る
事
を
述
べ
た
。
而

も
、
聖
水
及
び
聖
水
の
使
用
処
な
る
み
つ
と
言
ふ
語
の
み
は
、
敬
称
接
頭
語

と
見
る
俗
間
語
原
観
か
ら
、
游
離
し
て
、
つ
　
　
津
　
　
な
る
単
語
を
発
生

す
る
に
到
つ
た
。
か
う
し
た
過
程
は
、
つ
な
る
単
語
を
、
最
初
の
も
の
と
定

め
る
見
地
か
ら
は
、
考
へ
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
み
つ
す

40古代研究　追ひ書き



ら
亦
聖
水
以
前
に
、
数
次
の
意
義
変
化
が
考
へ
ら
れ
る
。

又
、
は﹅
な﹅
と
も
見
る
処
か
ら
、
神
聖
な
禁
制
の
義
を
表
し
て
、
は﹅
な﹅
づ﹅
ま﹅
で

あ
つ
た
事
も
あ
る
。
土
地
の
精
霊
の
神
に
誓
ふ
形
式
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
が
、

神
人
・
巫
女
の
物
忌
み
の
標
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
兆
象
以

前
に
、
御
貢
ミ
ツ
ギ
・
魂
献マツ
り
の
義
が
あ
つ
た
ら
し
く
も
見
え
る
。

私
の
学
問
は
、
最
初
、
言
語
に
対
す
る
深
い
愛
情
か
ら
起
つ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
自
然
言
語
の
分
解
を
以
て
、
民
俗
を
律
し
よ
う
と
す
る
傾
き
が
見
え

ぬ
で
も
な
い
。
一
時
は
、
大
変
危
い
処
に
臨
ん
で
居
た
。
併
し
、
語
原
探
究

と
、
民
俗
の
発
生
・
展
開
と
の
、
正
し
い
関
係
を
知
る
様
に
な
つ
た
。
だ
か

ら
、
言
語
の
分
解
を
以
て
、
民
俗
の
考
察
の
比
較
の
準
備
に
用
ゐ
、
言
語
の

展
開
の
順
序
を
、
民
俗
も
履
ん
で
居
る
か
を
見
る
様
に
な
つ
て
来
た
。
唯
、
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古
代
生
活
は
、
言
語
伝
承
の
み
に
保
存
せ
ら
れ
、
其
が
後
代
の
規
範
と
し
て
、

実
生
活
に
入
り
こ
ん
だ
か
ら
、
古
代
に
お
け
る
俗
間
語
原
観
を
考
へ
る
語
原

研
究
が
、
民
俗
の
考
察
に
棄
て
ら
れ
な
い
方
法
で
あ
る
事
が
や
つ
と
訣
つ
て

来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
同
系
語
の
中
、
殊
に
縁
の
深
い
言
語
と
謂
う
て
も
、
容
易
に
、
古
代

語
の
研
究
に
応
用
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
危
い
迷
ひ
路
で
あ
る
。
う
ご
な
あ

り
と
言
ふ
語
が
、
沖
縄
の
近
世
に
生
き
て
用
ゐ
ら
れ
、
今
も
先
島
に
残
つ
て

居
る
に
し
て
も
、
「 

集  

侍 

ウ
ゴ
ナ
ハ

る
」
と
言
ふ
祝
詞
の
用
語
と
お
な
じ
も
の
だ
と

信
じ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
残
り
方
に
、
不
自
然
さ
を
ま
づ
感
じ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
お
も
ろ
発
想
法
変
改
の
為
の
軌
範
と
し
て
、
祝
詞
が
採
用
せ
ら
れ
た

事
も
考
へ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
さ
う
し
た
女
官
と
し
て
の
貴
い
巫
女
の
間
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に
は
、
万
葉
・
古
今
・
源
氏
の
語
も
、
近
代
日
本
語
も
、
一
つ
に
用
ゐ
ら
れ

た
形
跡
が
あ
る
。
さ
う
言
ふ
人
々
の
唱
へ
る
呪
詞
に
は
、
祝
詞
の
用
語
が
移

さ
れ
た
事
も
あ
ら
う
。
国
々
の
呪
詞
の
民
謡
化
す
る
事
の
早
い
島
で
は
、
さ

う
し
た
日
本
の
古
語
を
、
民
謡
の
上
に
話
し
て
用
ゐ
た
例
も
あ
る
様
だ
。

「
混
効
験
集
」
に
蒐
め
た
内
裏
語
や
お
も
ろ
用
語
に
は
、
さ
う
し
た
過
程
を

経
た
も
の
も
多
い
と
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
が
、
国
々
に
民
謡
か
ら
、
対
話

語
と
な
つ
て
使
は
れ
た
も
の
も
あ
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
、
研
究
資
料
に
は

用
ゐ
に
く
い
。
却
て
、
外
貌
の
類
似
の
著
し
く
な
い
も
の
か
ら
、
同
系
語
と

し
て
の
組
織
の
等
し
さ
を
見
出
し
て
、
役
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
事
も
あ
る
。
親

友
伊
波
普
猷
さ
ん
と
、
此
点
に
つ
い
て
益
協
同
の
研
究
を
積
ん
で
行
か
う
と

思
う
て
ゐ
る
。
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私
の
古
代
言
語
の
研
究
方
法
は
、
こ
の
通
り
で
あ
る
。
恥
か
し
い
物
言
ひ
だ

が
、
態
度
に
お
い
て
は
、
最
確
か
な
、
学
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
効
果
か
ら

見
れ
ば
、
古
代
論
理
に
順
応
す
る
行
き
方
が
、
古
く
合
理
化
せ
ら
れ
た
物
か

ら
、
原
形
を
ひ
き
放
し
て
、
語
原
の
上
に
、
更
に
、
語
原
を
見
出
す
方
法
を

開
い
て
来
た
様
に
思
ふ
。
か
う
し
た
個
々
の
研
究
の
堆
積
が
、
同
系
語
の
正

し
い
比
較
研
究
を
導
く
だ
ら
う
と
考
へ
る
。
私
の
国
語
研
究
を
疑
ふ
人
は
、

私
だ
け
の
方
法
を
持
た
な
い
人
だ
、
と
考
へ
て
も
よ
い
様
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

私
は
ま
づ
其
人
々
に
、
「
古
代
生
活
に
現
れ
た
民
族
論
理
」
の
一
篇
を
読
ん

で
貰
ひ
た
い
。

私
の
研
究
の
立
ち
場
は
、
常
に
発
生
に
傾
い
て
ゐ
る
。
其
が
延
長
せ
ら
れ
て
、

展
開
を
見
る
様
に
な
つ
た
。
か
う
す
る
事
が
、
国
文
学
史
や
、
芸
能
史
の
考
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究
に
は
、
最
適
し
い
方
法
だ
と
考
へ
る
。
文
学
芸
術
の
形
式
や
内
容
の
進
展

か
ら
、
群
衆
と
個
人
、
凡
人
と
天
才
と
の
相
互
作
用
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
出
来
る
。

私
の
態
度
に
は
又
、
溯
源
的
に
時
代
を
逆
に
見
て
ゆ
く
処
も
交
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
民
俗
学
の
方
法
で
あ
る
。
同
時
に
、
文
芸
の
歴
史
を
見
る
に
は
、

此
順
逆
両
途
を
交
々
用
ゐ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。

時
と
し
て
、
私
の
叙
述
が
、
年
代
を
疎
か
に
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
事
が
あ

る
。
こ
れ
亦
、
民
俗
学
と
歴
史
と
の
違
ひ
で
あ
る
。
民
間
伝
承
に
お
い
て
は
、

土
地
と
時
間
と
を
超
越
し
た
事
象
が
、
屡
見
ら
れ
る
。
殊
に
、
全
体
と
し
て

は
、
百
年
・
千
年
前
に
亡
び
た
も
の
が
、
一
地
方
に
は
保
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と
が
、
稀
で
は
な
い
。
か
う
し
た
伝
承
が
、
古
代
生
活
の
説
明
に
役
立
つ
。
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文
学
や
、
芸
能
の
発
生
展
開
の
過
程
も
、
地
方
と
時
代
と
に
相
応
す
る
こ
と

も
あ
る
が
、
其
影
響
を
離
れ
て
、
個
々
の
特
殊
の
形
に
残
る
事
が
、
と
り
わ

け
多
い
。
此
等
の
遺
存
を
綜
合
し
な
が
ら
の
叙
述
で
あ
る
為
、
勢
い
き
ほ
ひ、
時
代
・

年
月
の
印
象
が
薄
く
な
る
事
も
あ
る
。
曲
舞
を
論
ず
れ
ば
、
幸
若
か
ら
逆
推

し
て
、
白
拍
子
の
女
舞
の
形
態
を
説
く
事
が
便
利
な
事
も
あ
る
。
千
秋
万
歳

の
曲
舞
か
ら
、
幸
若
が
分
化
し
た
道
程
を
示
す
為
に
は
、
唱
門
師
の
職
掌
・

地
位
を
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
、
唱
門
師
と
陰
陽
師
と
の
交
錯
状
態
を
も

述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
踏
歌
の
こ
と
ほ
ぎ
を
説
か
ね
ば
、
千
秋
万
歳
の
芸
能
の

一
因
の
解
決
が
つ
か
ぬ
。
均
し
く
曲
舞
と
い
う
て
も
、
時
代
に
よ
つ
て
、
内

容
が
替
つ
て
居
る
の
に
拘
ら
ず
、
変
化
の
尠
い
地
方
も
あ
る
。
年
代
の
交
錯

し
て
居
る
の
は
、
一
つ
は
私
の
叙
述
法
の
拙
劣
な
の
に
も
よ
る
が
、
方
法
自
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身
、
本
質
自
体
に
、
さ
う
言
ふ
処
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

此
本
を
ま
づ
整
頓
し
た
形
に
し
て
く
れ
た
の
は
、
私
の
国
学
院
で
の
最
若
い

「
臨
時
代
理
講
師
」
時
代
か
ら
、
私
の
講
義
を
聴
き
続
け
て
来
て
く
れ
た
、

今
の
国
学
院
大
学
教
授
今
泉
忠
義
さ
ん
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
言
ふ
も
変
だ

が
、
私
の
民
俗
学
に
対
す
る
熱
情
は
、
此
人
及
び
谷
川
磐
雄
さ
ん
・
高
崎
正

秀
さ
ん
の
学
生
時
代
の
清
ら
か
な
心
に
よ
つ
て
煽
ら
れ
た
事
が
多
い
こ
と
を

述
べ
て
置
く
。
次
に
は
、
横
山
重
さ
ん
・
波
多
郁
太
郎
さ
ん
の
、
恥
し
い
私

の
書
き
物
に
対
す
る
、
愛
の
充
ち
た
編
纂
整
理
の
上
の
御
苦
労
を
感
謝
し
て

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
郁
太
郎
さ
ん
に
は
、
此
乱
雑
な
文
章
集
の
為
の
、

索
引
を
作
つ
て
貰
う
た
こ
と
を
く
り
返
し
て
置
き
た
い
。

三
冊
を
通
じ
て
、
口
だ
て
の
筆
記
文
が
、
大
分
交
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
で
は
随
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分
、
友
人
北
野
博
美
さ
ん
の
お﹅
せ﹅
は﹅
に
な
つ
て
ゐ
る
。
其
雑
誌
の
為
に
、
私

の
講
義
・
座
談
を
書
き
つ
ゞ
め
て
、
め
ん
ど
う
な
私
の
発
想
法
に
即
き
つ
離

れ
つ
し
て
、
大
抵
の
人
に
訣
る
程
度
に
し
て
下
さ
れ
た
友
情
を
、
あ
り
難
く

思
ふ
。
か
う
で
も
し
て
頂
か
ぬ
と
、
発
表
し
渋
る
私
な
の
で
あ
る
。
国
学
院

雑
誌
記
者
時
代
の
、
宮
西
惟
喬
さ
ん
を
煩
し
た
物
も
二
三
あ
る
。

古
い
物
で
は
、
家
の
鈴
木
金
太
郎
や
、
油
絵
の
伊
原
宇
三
郎
さ
ん
・
水
木
直

箭
さ
ん
・
牛
島
軍
平
さ
ん
・
三
上
永
人
さ
ん
・
今
泉
忠
義
さ
ん
な
ど
に
お
し

つ
け
て
、
筆
記
や
、
書
き
替
へ
を
し
て
貰
う
た
横
著
の
記
憶
が
あ
る
。

近
い
と
こ
ろ
で
は
、
袖
山
富
吉
さ
ん
・
小
池
元
男
さ
ん
・
小
林
謹
一
さ
ん
・

向
山
武
男
さ
ん
・
岡
本
佐
氐
雄
さ
ん
等
の
講
演
の﹅
う﹅
と﹅
其
気
に
な
つ
た
の
で

あ
る
。
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今
に
な
つ
て
、
出
さ
な
か
つ
た
ら
よ
か
つ
た
、
と
思
は
れ
る
未
熟
な
論
や
、

消
え
入
り
た
い
文
句
な
ど
が
、
ひ
よ
い
〳
〵
と
思
ひ
出
さ
れ
る
。 

大  

方 

た
い
は
う

の

同
情
を
以
て
、
見
の
が
し
て
置
い
て
頂
き
た
い
。
あ
ま
り
恥
し
い
の
は
、
却

て
何
時
か
、
書
き
直
す
衝
動
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
相
に
思
ふ
。

此
本
は
三
冊
な
が
ら
、
極
め
て
不
心
切
な
と
こ
ろ
の
多
い
の
を
お
わ
び
す
る
。

殊
に
、
文
章
を
解
説
す
る
は
ず
の
写
真
図
が
、
肝
腎
の
本
文
な
し
に
挿
ま
れ

て
ゐ
て
、
却
て
画
の
為
の
解
説
の
な
い
こ
と
を
、
不
審
に
思
う
て
頂
か
ね
ば

な
ら
ぬ
事
に
な
つ
た
の
が
多
い
。
さ
う
言
ふ
図
は
、
出
板
当
時
の
作
者
の
心

を
唆
り
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
二
冊
の
ど
れ
か
に
、
大
な
り
小
な
り
関
係
の

あ
り
さ
う
な
物
を
用
意
し
て
置
い
た
と
こ
ろ
が
、
其
図
に
関
係
し
た
文
章
が

出
ず
じ
ま
ひ
に
な
つ
た
り
、
思
ひ
違
へ
か
ら
、
と
ん
だ
場
処
に
挿
ん
だ
り
し

49



て
了
う
た
の
で
あ
る
。

「
た
ぶ
」
の
写
真
の
多
い
の
は
、
常
世
神
の
漂
著
地
と
、
其
将
来
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
神
木
、
及
び
「
さ
か
き
」
な
る
名
に
当
る
植
木
が
、
一
種
類
で
な

い
こ
と
、
古
い
「
さ
か
き
」
は
、
今
考
へ
ら
れ
る
限
り
で
は
、
「
た
ぶ
」

「
た
び
」
な
る
、
南
海
か
ら
移
植
せ
ら
れ
た
熱
帯
性
の
木
で
あ
る
事
を
示
さ

う
、
と
の
企
て
が
あ
つ
た
の
だ
。
殊
に
肉
桂
た
ぶ
と
言
は
れ
る
一
種
が
、

「
さ
か
き
」
の
か
ぐ
は
し
さ
を
、
謡
ひ
伝
へ
る
や
う
に
な
つ
た
初
め
の
物
か
、

と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
、
二
度
の
能
登
の
旅
で
得
た
実
感
を
、
披
露
し

た
か
つ
た
の
で
あ
る
。
此
側
の
写
真
は
、
皆
藤
井
春
洋
さ
ん
が
、
と
つ
て
く

れ
た
の
で
あ
る
。

文
学
篇
の
扉
の
処
に
出
し
た
「
八
百
比
丘
尼
」
の
石
像
は
、
四
年
前
の
正
月
、
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伊
豆
稲
取
の
れ﹅
ふ﹅
し﹅
町
で
見
つ
け
た
も
の
で
、
お
な
じ
本
の
中
に
あ
る
房
主

頭
の
「
さ
い
の
神
」
、
帳
面
を
ひ
ろ
げ
た
女
姿
の
「
さ
い
の
神
」
ら
し
い
も

の
と
の
間
に
、
す
ゑ
て
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
此
神
像
は
、
土
地
の
人
す
ら
、

唯
「
さ
い
の
神
」
と
よ
り
、
今
で
は
考
へ
て
居
な
い
様
だ
。
が
、
左
に
担
げ

た
、
一
見
蓮
華
ら
し
い
手
草
タ
グ
サ
が
、
葉
の
形
か
ら
、
椿
と
判
断
す
る
外
な
い
。

八
百
比
丘
尼
の
信
仰
の
造
形
記
念
物
と
し
て
は
、
今
日
の
処
、
此
石
像
よ
り

知
ら
な
い
私
は
、
非
常
に
喜
ん
だ
。
其
後
、
伊
豆
大
仁
在
の
穂
積
忠
さ
ん
に

頼
ん
で
、
と
つ
て
頂
い
て
あ
つ
た
の
を
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
く
な
つ
た
。

こ
の
三
枚
の
写
真
の
作
者
は
、
名
を
入
れ
落
し
た
が
、
穂
積
忠
氏
作
と
書
き

入
れ
て
貰
ひ
た
い
。
こ
の
人
の
学
生
時
代
、
郷
土
研
究
会
で
報
告
し
た
「
伊

豆
の
さ
い
の
神
」
の
信
仰
を
、
新
し
く
憶
ひ
起
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
近
代
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の
は
皆
房
主
頭
で
、
地
蔵
様
と
の
区
別
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
そ

の
配
偶
な
る
女
性
が
、
八
百
比
丘
尼
と
結
び
つ
い
た
径
路
を
思
は
せ
た
か
つ

た
の
で
あ
る
。
椿
も
亦
、
上
代
か
ら
見
え
る
神
木
で
、
市
の
祭
り
に
臨
む
神

の
手
草
・
杖
で
あ
つ
た
。
山
か
ら
神
聖
な
男
・
女
の
里
の
鎮
魂
に
携
へ
来
る

木
で
あ
る
。
其
枝
を
杖
に
す
る
山
の
神
女
が
、
山
姥
と
な
る
一
方
、
不
死
の

八
百
比
丘
尼
の
信
仰
が
出
来
て
も
、
手
草
は
や
は
り
、
椿
で
あ
つ
た
。
旧フル
年

に
花
さ
く
山
茶
花
は
、
椿
の
字
を
宛
て
る
花
木
の
元
の
物
で
あ
る
。
そ
れ
に

代
へ
て
、
今
の
椿
を
用
ゐ
る
様
に
な
つ
た
の
だ
。
海
に
は
「
た
ぶ
」
、
山
に

は
「
つ
ば
き
」
、
こ
の
信
仰
の
対
照
を
見
せ
た
か
つ
た
点
も
あ
る
。
民
俗
篇

一
の
「
た
ぶ
と
椿
と
の
杜
」
の
写
真
は
、
さ
う
し
た
意
味
か
ら
出
し
た
の
で

あ
る
。
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八
百
比
丘
尼
を
採
つ
た
第
一
の
理
由
は
、
別
に
あ
る
。
漂
浪
す
る
巫
女
の
神

語
り
と
し
て
の
文
学
は
、
古
代
の
海
部
　
　
或
は
、
山
部
　
　
其
後
の
「
く
ゞ

つ
」
・
「
ほ
か
ひ
」
か
ら
、
近
代
ま
で
筋
を
曳
い
て
ゐ
る
。
盲
御
前

ゴ

ゼ

・
歌
占

の
類
か
ら
、
念
仏
比
丘
尼
・
歌
順
礼
の
輩
の
生
活
が
其
で
あ
る
。

八
百
比
丘
尼
を
中
心
と
し
て
、
か
う
し
た
因
縁
語
り
が
、
長
い
連
環
を
な
し

て
ゐ
る
。
日
本
文
学
の
発
生
を
説
く
事
に
力
を
入
れ
た
あ
の
本
に
は
、
適
当

ら
し
く
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
当
時
、
私
は
凝
視
点
を
、
口
頭
詞
章
の

上
に
据
ゑ
る
方
法
を
、
国
文
学
史
の
上
に
試
み
を
積
ん
で
、
稍
自
信
の
出
か

け
た
際
で
あ
つ
た
。
此
態
度
を
表
白
す
る
に
は
、
此
上
も
な
い
物
と
考
へ
ず

に
居
ら
れ
な
か
つ
た
。

今
度
の
本
の
巻
頭
は
、
又
「
た
ぶ
」
の
木
で
あ
る
。
海
か
ら
来
る
神
と
、
海
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ぎ
は
の
崖
に
聳
え
る
神
木
と
の
関
係
を
想
ひ
見
る
に
、
一
番
叶
う
た
も
の
、

と
見
立
て
ゝ
置
い
た
土
地
の
写
真
が
、
遅
れ
て
手
に
入
つ
た
の
で
、
棄
て
ら

れ
な
い
事
に
な
つ
た
。
三
河
北
設
楽
の
山
村
の
写
真
は
、
早
川
孝
太
郎
さ
ん

の
作
で
、
花
祭
り
な
る
神
事
舞
踊
を
行
ふ
山
人
の
生
活
と
、
環
境
と
を
想
う

て
貰
ひ
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
踊
り
の
陰
惨
な
古
い
面
形
は
、
あ
れ
を
、

壬
生
の
寺
で
見
た
時
の
、
ぎ
よ
っ
と
し
た
気
持
ち
を
以
て
、
念
仏
芸
能
の
古

形
を
考
へ
た
か
つ
た
為
だ
。
文
学
篇
の
「
文
学
の
唱
導
的
発
生
」
に
説
い
た

念
仏
に
も
、
狂
言
　
　
或
は
特
に
、
歌
舞
妓
狂
言
　
　
の
発
生
、
分
化
に
も
、

暗
示
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、
地
平
社
発
行
の
民
俗
芸
術
写
真
集
か
ら
、
借

用
す
る
こ
と
に
し
た
。
色
彩
か
ら
来
る
い﹅
や﹅
ら﹅
し﹅
さ﹅
が
、
写
真
に
は
出
な
い

の
は
、
せ
ん
も
な
い
。
沖
縄
の
分
は
、
凡
私
が
、
見
当
知
ら
ず
に
と
つ
た
も
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の
で
、
中
に
は
、
二
度
目
に
同
行
し
た
、
三
上
永
人
さ
ん
の
作
も
交
つ
て
ゐ

る
。
壱
岐
の
島
の
図
は
、
亦
私
の
写
し
た
中
か
ら
出
し
た
。
一
枚
だ
け
、
絵

は
が
き
を
複
製
し
た
。
後
に
出
来
た
要
塞
地
帯
の
規
則
に
触
れ
な
い
様
に
と

思
ふ
の
で
、
執
著
あ
る
絵
も
出
さ
な
か
つ
た
。
人
形
芝
居
の
処
に
挿
ん
だ
写

真
や
銅
版
画
な
ど
は
、
北
野
博
美
さ
ん
が
、
人
形
芝
居
号
の
為
に
、
蒐
集
し

て
出
さ
れ
た
も
の
を
借
用
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
宮
良
当
壮
さ
ん
の
見
と
り

図
も
あ
る
。
念
仏
者
の
用
ゐ
た
人
形
は
、
其
前
年
私
も
写
し
た
が
、
此
方
が

勝
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
転
載
さ
せ
て
貰
う
た
。

横
山
重
さ
ん
は
、
私
の
学
問
　
　
と
言
へ
る
な
ら
ば
　
　
に
、
し
ん
底
か
ら

愛
を
持
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
。
時
に
は
脇
で
言
ひ
ふ
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
、
私
へ

の
「
ほ
め
詞
」
を
又
聞
き
に
耳
に
入
れ
て
く
れ
る
。
消
え
入
り
た
い
思
ひ
を
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し
た
事
も
、
二
度
三
度
で
は
な
い
。
其
ほ
か
に
も
、
一
人
や
二
人
は
、
私
の

行
き
足
を
な
ご
や
か
な
眦
で
見
つ
め
て
ゐ
て
く
れ
る
同
情
者
の
あ
る
を
感
じ

て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
う
い
ふ
快
い
慰
撫
に
甘
え
る
事
が
、
直
に
情
な
く

な
る
。
私
は
さ
う
し
た
事
に
あ
ふ
毎
に
、
虔
ま
し
さ
に
立
ち
直
る
だ
け
の
心

は
落
し
て
居
な
い
。
だ
か
ら
、
殊
に
大
岡
山
か
ら
、
こ
ん
な
書
物
を
出
す
事

は
、
す
ま
な
い
気
が
す
る
。
け
れ
ど
も
、
此
を
さ
へ
歓
ん
で
く
れ
る
心
に
負

け
て
、
と
う
〳
〵
ひ
き
続
け
て
、
三
冊
ま
で
も
、
板
に
し
て
来
た
。
殊
に
此

巻
な
ど
は
、
殆
、
随
筆
集
と
言
は
れ
て
も
、
為
方
の
な
い
断
篇
が
多
い
。
夢

の
様
に
書
き
続
け
た
草
稿
は
、
ま
だ
／
″
＼
あ
る
。
併
し
や
つ
と
、
訣
つ
て

頂
け
相
な
文
章
と
言
へ
ば
、
此
だ
け
で
あ
ら
う
。

私
は
、
世
に
拡ハヾ
か
る
様
な
乗
り
気
で
、
こ
ん
な
物
を
出
し
た
の
で
は
な
い
。
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も
つ
と
よ
い
物
を
、
寂
か
な
心
で
書
き
た
い
。
悔
い
の
少
い
本
を
出
し
た
い
。

さ
う
は
思
う
て
ゐ
る
。
だ
が
、
今
の
処
、
大
岡
山
の
好
意
に
酬
い
る
に
も
、

此
だ
け
の
成
迹
を
提
供
す
る
外
は
な
い
の
で
あ
つ
た
。
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