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日
本
は
き
わ
め
て
名
字
の
数
の
多
い
国

　
多
く
の
日
本
人
が
想
像
す
る
よ
う
に
、
昔
と
い
う
も
の
が
現
代
と
無
関
係

の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
が
た
め
に
、
名
字
の
話
を
し
よ
う

と
思
う
。

　
我
々
が
十
人
寄
れ
ば
多
く
の
場
合
に
は
十
の
名
字
が
あ
っ
て
、
鈴
木
と
か

渡
辺
と
か
あ
り
ふ
れ
た
名
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
の
人
に
あ
っ
て
は
、
旅
行

先
ま
た
は
交
際
場
裡
に
お
い
て
同
じ
名
字
の
人
に
出
合
え
ば
、
お
互
い
に
珍

し
が
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
日
本
人
の
名
字
の
数
は
そ

れ
ほ
ど
変
化
が
多
く
て
、
少
な
く
と
も
家
の
数
の
百
分
の
一
な
い
し
八
十
分
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の
一
、
す
な
わ
ち
八
万
な
い
し
十
万
は
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
日
本
は
き
わ

め
て
名
字
の
数
の
多
い
国
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
な
ぜ
多
く
の
名
字
が
で
き
た
か

　
さ
て
何
ゆ
え
に
か
く
の
ご
と
く
多
く
の
名
字
が
わ
が
邦くに
に
で
き
た
か
、
高

き
も
低
き
も
い
っ
せ
い
に
、
日
の
神
の
御
裔
み
す
え
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
和
民
族
が
、

い
か
な
る
必
要
が
あ
っ
て
か
く
の
ご
と
く
分
れ
て
行
っ
た
か
。
今
ま
で
こ
れ

を
考
え
た
人
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
よ
ほ
ど
面
白
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
太
郎
と
い
う
名
の
人
が
数
人
あ
り
、
清
き
よ
しと
い
う
名
の
人
が
数
人
あ

る
の
を
区
別
す
る
目
的
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
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の
た
め
な
ら
ば
こ
と
さ
ら
に
珍
し
い
面
倒
な
名
字
を
作
る
必
要
は
な
い
の
で
、

一
号
の
清
と
か
二
号
の
太
郎
と
か
い
う
よ
う
な
、
下
足
札
の
よ
う
な
分
類
で

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
ら
ば
い
か
な
る
生
活
上
の
必
要
が
あ
っ
て
か
く
の
ご
と
き
名
字
を
伝

え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
こ
れ
は
や
や
古
い
時
代
の
社
会
を
研
究
し
て
み
な

け
れ
ば
、
明
白
な
る
解
答
を
与
う
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
地
名
と
名
字
と
の
関
係

　
こ
れ
は
お
そ
ら
く
誰
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
多

く
の
名
字
は
地
名
と
同
じ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
京
都
か
ら
移
住
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し
て
来
ら
れ
た
旧
華
族
の
家
々
の
名
と
同
じ
地
名
が
、
京
都
の
町
に
は
な
は

だ
多
い
の
で
す
。
我
々
の
郷
里
の
附
近
に
は
、
た
と
い
同
じ
所
で
な
い
と
し

て
も
し
ば
し
ば
名
字
と
同
じ
地
名
が
あ
る
。
た
と
え
ば
鹿
児
島
県
に
行
っ
て

み
る
と
、
鹿
児
島
藩
士
の
一
種
変
っ
た
名
字
は
、
十
中
九
ま
で
が
薩
隅
日
三

ヶ
国
の
郷
の
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
我
々
の
名
字
は
ど
う
い

う
訳
で
か
く
の
ご
と
く
、
地
名
と
関
聯
し
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
地

名
に
よ
っ
て
名
字
を
付
け
る
な
ら
ば
、
何
ゆ
え
に
自
分
の
住
ん
で
い
る
村
の

名
を
名
字
と
せ
ず
し
て
、
五
里
十
里
離
れ
た
所
の
地
名
、
ま
た
は
は
る
か
に

遠
方
の
地
名
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
少
し
く
説
明
し
て
み
よ
う

と
思
う
。
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二
重
に
家
の
名
を
表
わ
す
例

　
今
日
の
戸
籍
の
上
に
は
も
は
や
現
わ
れ
て
お
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
朝
廷
の
儀

式
等
で
昔
風
に
人
の
名
を
言
い
現
わ
す
場
合
に
は
、
普
通
の
名
字
の
ほ
か
に

源
の
朝
臣
あ
そ
ん
と
か
藤
原
の
朝
臣
と
か
い
う
よ
う
に
、
二
重
の
家
の
名
を
表
わ
す

例
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
源
ま
た
は
藤
原
は
姓
か
ば
ねと
い
っ
て
、
名
字
と
は
全
然

別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
古
来
学
者
の
説
で
あ
る
。
し
か
し
突
き
詰
め

て
み
れ
ば
姓
と
て
も
、
自
分
の
家
を
他
人
の
家
と
区
別
す
る
一
種
の
方
法
で
、

名
字
は
さ
ら
に
同
姓
の
家
の
間
に
甲
乙
を
区
別
す
べ
き
第
二
の
家
号
で
あ
る

か
ら
し
て
、
二
つ
の
間
に
性
質
上
の
差
別
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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名
を
諱い
ん
だ
昔
の
慣
習

　
名
字
と
い
う
語
の
説
明
に
つ
い
て
も
伊
勢
貞
丈
以
来
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ

る
。
こ
れ
を
比
較
し
て
批
評
す
る
の
も
煩
わ
し
い
が
、
結
局
自
分
の
信
ず
る

と
こ
ろ
で
は
、
名
字
と
は
、
名
と
字
あ
ざ
なで
あ
る
と
思
う
。
支
那
で
も
孔
子
名
は

丘きゅ
う、
字
は 

仲  

尼 

ち
ゅ
う
じ

と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
丘
と
仲
尼
と
を
併
せ
た
も
の
が
名

字
で
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
支
那
で
も
名
と
い
う
も
の
は
む
や
み
に
他
人
か

ら
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
な
い
。
人
に
向
っ
て
自
ら
唱
え
る
の
は
格
別
、
他
人
な

ら
ば
親
と
か 

主  

筋 

し
ゅ
す
じ

と
か
の
も
の
よ
り
ほ
か
、
わ
が
名
を
呼
ぶ
の
は
た
と
い

殿
君
等
の
敬
詞
を
付
け
て
も
や
は
り
無
礼
で
あ
り
ま
す
。
今
日
こ
の
思
想
は

絶
滅
し
て
、
わ
ず
か
に
天
子
様
の
御
諱
い
み
なだ
け
に
つ
い
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
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西
洋
で
は
こ
の
慣
習
は
昔
か
ら
全
然
な
く
、
国
王
で
も
チ
ャ
ー
レ
ス
と
か
ウ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
と
か
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
我
々
が
外
国
の
新
聞
な
ど
に
、
わ
が
邦
の
至
尊
の
御
名
が
羅
馬
ロ
ー
マ
字
に
な
っ

て
い
る
の
を
見
る
と
一
種
の
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
不
愉
快
を
感
ず
る
の
は
、

ま
だ
感
情
の
い
ず
れ
の
部
分
か
に
、
名
を
諱
ん
だ
昔
の
習
慣
が
、
幾
分
か
遺

伝
残
留
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
昔
の
仮
名
文
を
読
む
一
種
の
困
難
事

　
支
那
で
は
歴
史
家
の
権
限
が
非
常
に
大
で
あ
る
か
ら
、
一
度
筆
を
執と
れ
ば

貴
人
の
名
を
も
諱
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
随
っ
て
こ
れ
を
模
倣
し
た
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わ
が
邦
の
漢
文
の
歴
史
に
は
名
を
諱
ん
で
は
お
ら
ぬ
。
し
か
し
日
本
風
の
歴

史
記
録
類
に
は
名
を
諱
ん
で
書
か
ぬ
の
が
通
例
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

『
大
鏡
』
な
ど
を
見
る
と
、
藤
原
の
基
経
を
太
郎
殿
と
書
い
て
あ
る
。
時
平

の
事
を
も
太
郎
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
多
く
の
人
に
つ
い
て
は
現
に
官
名
を

呼
ん
で
い
る
。
し
ば
し
ば
官
が
転
ず
る
人
に
至
っ
て
は
、
同
一
人
で
あ
る
か

否
か
が
不
明
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
昔
の
仮
名
文
を
読
む
一
つ
の
困
難
と

な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
南
海
諸
島
の
命
名
慣
習

　
古
い
に
し
えの
太
郎
・
二
郎
・
三
郎
は
、
今
日
の
太
郎
・
二
郎
・
三
郎
の
ご
と
く
人
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の
名
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
単
に
同
じ
人
の
長
次
男
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
ば
か
り
で
、
普
通
の
名
詞
で
あ
り
ま
す
。
全
体
普
通
名
詞
と
固
有
名

詞
と
の
区
別
は
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
ほ
と
ん
と
境
界
が
な
い
の
で
あ
り
ま

し
て
、
同
じ
名
で
呼
ぶ
も
の
が
幾
つ
も
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
普
通
名
詞
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
物
が
偶
然
に
も
一
つ
し
か
な
け
れ
ば
ど
ち
ら
と
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
馬
琴
の
『
弓
張
月
』
を
読
ん
だ
人
は
、
八
丈
島
の
男
女
が

四
郎
五
郎
と
か
、
三 

郎 
長 
女 

さ
ぼ
り
の
に
ょ
こ

と
か
い
う
名
を
も
っ
て
い
た
事
を
記
憶
し
て

お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
あ
れ
は
も
ち
ろ
ん
南
島
に
お
け
る
命
名
慣
習
を
、
小
説

の
材
料
に
し
た
も
の
で
、
父
が
祖
父
の
長
男
で
あ
れ
ば
太
郎
で
、
自
分
が
そ

の
三
男
で
あ
れ
ば
太
郎
三
郎
と
名
乗
り
、
自
分
の
五
男
は
三
郎
五
郎
と
名
づ

け
る
と
か
、
三
郎
の
姉
娘
は
三
郎
長
女
と
名
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
、
簡
単
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な
名
の
付
け
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
権
兵
衛
作
や
勘
太
作

　
八
年
ほ
ど
前
に
伊
豆
の
大
島
へ
行
っ
た
時
に
は
、
こ
の
島
人
が
通
例
名
の

ほ
か
に
、
右
の
よ
う
な
旧
慣
に
よ
っ
て
人
を
呼
ぶ
こ
と
を
目
撃
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
内
地
で
も
百
姓
の
仲
間
で
は
、
同
じ
村
の
若
い
者
に
作
造
と
い
う

者
が
二
人
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
区
別
す
る
方
法
と
し
て
父
の
名
を
頭
に
付
け
て
、

権
兵
衛
作
、
勘
太
作
と
い
う
よ
う
に
呼
ぶ
の
も
な
い
例
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

露ロ
西シ
亜ア
で
は
こ
れ
が
紳
士
間
の
普
通
の
作
法
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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露
西
亜
の
名
を
呼
ぶ
慣
習

　
英
仏
な
ど
で
家
名
ば
か
り
を
単
称
す
る
の
を
尊
敬
の
意
と
す
る
に
反
し
て
、

露
国
で
は
親
し
い
も
の
の
間
に
は
「
イ
ヴ
ァ
ン
」
と
か
「
ピ
ヨ
ト
ル
」
と
か

名
だ
け
を
呼
ぶ
け
れ
ど
も
、
敬
意
を
表
す
る
場
合
に
は
別
に
「
ム
ッ
シ
ュ
」

も
「
ヘ
ル
」
も
付
け
ず
に
、
親
の
名
を
続
け
て
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
親
の
名
が

「
ピ
ヨ
ト
ル
」
な
ら
ば
、
「
イ
ヴ
ァ
ン
ペ
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
」
と
呼
び
、
女
な

ら
ば
「
ア
ン
ナ
ペ
ト
ロ
ブ
ナ
」
と
い
う
よ
う
に
呼
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
欧
洲
に
お
け
る
同
一
慣
習
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ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
で
は
こ
れ
と
よ
く
似
て
お
っ
て
、
あ
の
国
人
の
名
字
と

い
う
の
は
多
く
は
皆
親
の
名
か
ら
作
っ
た
名
字
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
」
の
「
セ
ン
」
は
英
語
の
「Son

」
と
い
う
字
で
、
「
ア

ン
デ
ル
」
の
子
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
今
で
は
代
々
こ
の
家
号
を
伝
え

て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
の
時
代
に
か
露
西
亜
と
同
じ
く
、
本
人
の
名
の

後
に
何
某
の
子
と
い
う
こ
と
を
添
え
て
、
呼
ん
だ
習
慣
が
残
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
「
ソ
ン
」
ま
た
は
「
セ
ン
」
と
い
う
語
尾
の
あ
る
名
字
は
、
北

欧
系
統
の
諸
民
種
、
英
人
に
も
独
逸
ド
イ
ツ
人
に
も
折
々
こ
れ
を
見
か
け
る
の
で
す
。

ま
た
英
国
人
の
中
に
家
名
の
頭
に
「
マ
ッ
ク
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
子

と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
同
一
慣
習
で
あ
り
ま
す
。
「
フ
ィ
ッ
ツ

ゼ
ー
ム
ス
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
フ
ィ
ッ
ツ
ゼ
ラ
ル
ド
」
と
か
い
う
名
字
の
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「
フ
ィ
ッ
ツ
」
も
同
じ
く
子
供
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
前
述
の

三
郎
五
郎
、
四
郎
太
郎
、
権
兵
衛
作
の
類
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
そ
の
由
来

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
支
那
と
日
本
と
共
通
の
慣
習

　
出
産
の
順
位
で
人
の
字
あ
ざ
なを
呼
ぶ
こ
と
は
、
西
洋
と
共
通
で
な
い
慣
習
で
あ

り
ま
す
が
、
支
那
に
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
お
っ
た
の
で
す
。
支
那
で
は
同

じ
家
族
に
属
す
る
従い
兄と
弟こ
の
列
ま
で
合
せ
て
、
長
幼
の
別
を
も
っ
て
数
字
の

番
号
を
付
け
る
、
そ
の
例
は
『
唐
詩
選
』
な
ど
を
見
て
も
人
の
名
を
呼
ば
ず

に
、
「
王
十
一
の
某
処
に
往
く
を
送
る
」
と
い
う
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
十
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一
は
同
族
間
の
長
幼
の
順
序
が
、
十
一
番
目
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
か

く
の
ご
と
く
通
例
数
字
ば
か
り
で
呼
ぶ
け
れ
ど
も
、
ま
た
時
と
し
て
は
郎ろう
の

字
を
付
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
郎
は
「
む
す
こ
さ
ん
」
と
い
う
意
味
で

あ
り
ま
す
。
則 
天 

武 

后 
そ
く
て
ん
ぶ
こ
う

の
臣
下
に
張
某
と
い
う
非
常
に
美
わ
し
い
男
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
あ
る
人
は
こ
の
人
に
媚こ
び
て
「
三
郎
は
蓮
花
れ
ん
か
に
似
た
り
」

と
い
う
た
と
こ
ろ
が
、
ま
た
あ
る
者
が
「
蓮
花
が
三
郎
に
似
た
る
な
り
」
と

い
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
郎
は
す
な
わ
ち
そ
の
例
で
あ
り
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
日
本
に
お
け
る
昔
の
命
名
慣
習
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日
本
の
太
郎
・
次
郎
も
、
あ
た
か
も
唐
朝
文
明
の
輸
入
の
際
で
あ
り
ま
し

た
か
ら
し
て
、
支
那
風
を
真
似
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
ど
ん
な
風

に
呼
ん
で
お
っ
た
か
、
明
白
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
皇
族
の
字
と
し
て
稚  

わ
か
い

郎 

子 

ら
つ
こ

、 
仲 
大 
兄 

な
か
の
お
お
え
な
ど
と
称
え
た
の
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
太
郎
・
次
郎
等
の
漢
音
の
行
わ
れ
た
後
も
、
女
子

に
つ
い
て
は
久
し
い
間
こ
の
風
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
長
女
は 

大  

子 

お
お
い
こ

、

次
女
は 

中  

子 

な
か
つ
こ

、
三
女
は
三
子
み
つ
こ
、
四
女
は
四
子
よ
つ
こ
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

女
に
つ
い
て
は
こ
と
に
名
を
呼
ぶ
の
を
避
け
た
ら
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
十
女

・
十
一
女
に
至
っ
て
は
何
と
呼
ん
だ
か
。
今
日
の
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
な
ん
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
名
以
外
の
も
の
を
呼
ん
だ
に
違
い

が
な
い
。
男
は
も
し
腹
異ちが
い
な
ど
が
多
く
し
て
、
十
郎
以
上
に
な
れ
ば
、
十
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一
郎
・
十
次
郎
と
も
呼
べ
ば
、
ま
た
は
余
一
・
余
二
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
り

ま
す
。
那
須
与
一
、
真
田
与
一
は
、
与
の
字
を
書
い
た
け
れ
ど
も
実
は
余
一

で
、
十
一
男
の
事
で
あ
り
ま
す
。 

戸  

隠 

と
が
く
し

山
で
鬼
女
を
退
治
し
た
平 

惟  

茂 

こ
れ
も
ち

を
余よ
吾ご
将
軍
と
呼
ぶ
の
は
、
祖
父
貞
盛
の
養
子
と
な
っ
て
、
長
幼
の
順
序
が

十
五
番
目
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
今
日
の
多
く
の
人
の
命
名
の
由
来

　
右
の
慣
習
は
曾
我
五
郎
・
十
郎
の
頃
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
壊
れ
は
じ
め

て
ほ
ぼ
今
日
の
通
称
に
類
似
し
て
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
原
則
と

し
て
は
ま
ず
前
述
の
方
法
を
採
っ
て
、
近
世
に
及
ん
だ
こ
と
は
人
の
知
る
通
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り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
人
が
よ
う
や
く
殖
え
て
来
て
、
一
つ
の 

邑  

落 

ゆ
う
ら
く

に

八
十
戸
百
戸
の
人
家
が
集
り
、
ま
た
は
三
里
五
里
の
隣
村
と
交
際
す
る
よ
う

に
な
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
か
く
の
ご
と
き
単
純
な
方
法
で
は
、
同
年
輩
の
若

者
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
京
都
に
住
ん
で

い
る
官
吏
は
も
ち
ろ
ん
、 

一  

廉 

ひ
と
か
ど

の
家
柄
の
も
の
な
ら
ば
、
一
代
に
二
度
三

度
京
都
に
勤
番
を
し
て
、
名
誉
官
を
拝
命
し
て
帰
っ
て
来
る
か
ら
、
当
然
こ

れ
を
も
っ
て
他
人
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
も
、
微
々
た
る
平
民

に
至
っ
て
は
、
や
は
り
八
丈
島
な
い
し
は
露
西
亜
・  

諾    

威  

ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
旧
慣
の
よ

う
に
、
父
の
名
で
も
頭
に
付
け
な
け
れ
ば
ま
ず
は
わ
か
ら
ぬ
。
そ
こ
で
わ
が

邦
に
も
次
郎
三
郎
、
四
郎
五
郎
等
の
名
前
が
だ
ん
だ
ん
で
き
て
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
父
が
達
者
で
い
る
間
に
悴
せ
が
れの
太
郎
が
成
人
し
て
、
世
間
の
交つ
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際 
き
あ
い
を
初
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
仕
方
が
な
い
か
ら
家
柄
の
家
で
も
、
区
別

す
る
た
め
に
太
郎
太
郎
と
も
い
え
ぬ
か
ら
小
太
郎
、
新
太
郎
な
ど
と
い
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
ま
た
悴
が
世
に
出
れ
ば
孫
太
郎
、
そ
の
ま
た
子
が
世
に
出

れ
ば
、
ま
さ
か
曾
祖
父
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
太

郎
や
父
の
孫
太
郎
、
祖
父
の
小
太
郎
に
対
し
て
区
別
を
す
る
た
め
に
、
彦
太

郎
と
名
を
付
け
る
。
こ
れ
が
今
日
の
多
く
の
人
の
名
と
い
う
も
の
の
由
来
で

あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
通
称
の
た
び
た
び
変
更
す
る
京
都
の
貴
族

　
つ
い
で
に
今
少
し
名
の
話
を
す
れ
ば
、
京
都
の
貴
族
は
名
字
に
な
る
と
、
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一
代
に
十
度
も
十
五
度
も
昇
進
し
て
、
い
ず
れ
の
官
が
終
極
と
い
う
事
が
な

い
か
ら
し
て
、
通
称
が
た
び
た
び
変
更
す
る
の
で
す
。
昨
日
ま
で
四
位
少
将

で
あ
っ
た
人
が
今
日
は 

三  

位  

中  

将 

さ
ん
み
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
殿
に
な
っ
て
い
る
。
翌
年
は
文
官
に

転
じ
て 

中 
納 
言 

ち
ゅ
う
な
ご
ん
殿
と
称
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
か
ら
し
て
、

そ
れ
が
果
し
て
字
あ
ざ
なで
あ
る
や
ら
、
は
た
ま
た
我
々
官
吏
が
長
官
に
向
っ
て
、

長
官
と
い
い
局
長
と
い
う
と
同
じ
意
味
の
通
称
や
ら
、
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
地
方
の
豪
族
武
士
の
称
呼

　
こ
れ
に
反
し
て
地
方
の
豪
族
武
士
な
る
も
の
は
、
そ
の
実
力
に
お
い
て
は
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優
に
京
官
を
驚
か
す
に
足
る
も
の
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
官
階
は
気
の

毒
な
ほ
ど
低
い
。
こ
れ
が
中
央
政
府
の
地
方
を 

制  

馭 

せ
い
ぎ
ょ

し
た
政
策
で
あ
っ
て
、

非
常
に
功
労
が
な
い
限
り
は
関
東
八
州
な
ど
に
住
ん
で
お
っ
た
大
地
主
は
、

何
遍
京
都
へ
参
勤
し
て
も
父
ま
た
は
祖
父
の
任
ぜ
ら
れ
た
よ
り
以
上
の
官
に
、

任
ぜ
ら
れ
る
見
込
み
は
ほ
と
ん
と
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
家
々
に
は
栄
誉
の

極
点
、
昔
の
語
で
言
え
ば
前
途
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
通
例
尉
じ
ょ
うと
い
う
武

官
に
任
ぜ
ら
れ
る
事
で
あ
り
ま
す
。
右
衛
門
尉
・
左
衛
門
尉
、
右
兵
衛
尉
・

左
兵
衛
尉
と
い
う
も
の
が
そ
の
実
空
官
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
地
方
の
武
士

を
奨
励
す
る
唯
一
の
栄
典
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
地
方
人
は
質
朴
な

も
の
で
、
こ
れ
を
貰もら
う
た
め
に
い
か
な
る
労
を
も
辞
せ
ぬ
と
い
う
傾
き
が
あ

っ
た
の
で
、
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
て
か
ら
は
、
地
方
人
の
任
官
を
非
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常
に
制
限
し
て
、
必
ず
将
軍
を
経
由
し
て
上
奏
を
し
な
け
れ
ば
任
命
せ
ら
れ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
定
め
ま
し
た
。
ゆ
え
に
本
家
の
家
督
相
続
人
一
人
を
除

く
ほ
か
は
、
相
応
な
家
柄
の
息
子
で
も
、
や
は
り
た
だ
の
次
郎
三
郎
で
一
生

を
終
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
来
る
と
、
有
名
無
実

の
一
微
官
た
る
左
衛
門
尉
・
右
衛
門
尉
も
い
よ
い
よ
も
っ
て
涙
の
こ
ぼ
れ
る

ほ
ど
あ
り
が
た
い
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
国
に
帰
っ
て
も
し
す
で
に
左
衛
門

尉
と
な
っ
て
い
る
太
郎
殿
を
、
太
郎
左
衛
門
尉
と
呼
ば
ず
に
間
違
え
て
、
た

だ
、
太
郎
殿
と
呼
ぼ
う
も
の
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
決
闘
く
ら
い
は
申
し
込
ん
だ

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
何
左
衛
門
・
何
兵
衛
な
る
通
称
の
多
い
理
由
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以
上
の
説
明
で
今
日
地
方
人
に
、
何
左
衛
門
・
何
兵
衛
の
通
称
の
多
い
理

由
は
、
ほ
ぼ
想
像
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
尉
と
い
う
文
字
は
い

つ
と
な
く
取
り
落
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
近
来
ま
で
表
立
っ
た
場

合
に
は
尉
の
字
を
く
っ
つ
け
た
の
で
す
。
四
五
百
年
来
の
太
郎
左
衛
門
・
三

郎
兵
衛
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
朝
廷
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ぬ
。
親
が
そ
の
名
で
あ
っ
た
か
ら
悴
せ
が
れも
差
支
え
な
い
こ
と
と
思
い
、
隣
村
の

地
主
が
そ
れ
で
あ
っ
た
か
ら
自
分
も
そ
れ
に
し
よ
う
く
ら
い
に
、
だ
ん
だ
ん

自
分
で
勝
手
に
つ
け
る
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
三
万
の
太
郎
左
衛
門
、
五

万
の
三
郎
兵
衛
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
明
治
維
新
の
行
政
庁
は
、
名
義
を
正
す
の
目
的
を
も
っ
て
、
か
く
の
ご
と

き
官
名
の  

僭    

称  

せ
ん
し
ょ
う

の
嫌
き
ら
いあ
る
字
あ
ざ
なは
一
時
禁
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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そ
の
後
い
つ
と
な
く
そ
の
禁
は
解
け
た
け
れ
ど
も
、
今
日 

源 

在 

文 

げ
ん
ざ
い
も
ん
・
文ぶ
恵ん

茂えも
・ 
何  

平 
な
に
べ
え

な
ど
い
う
通
称
を
持
っ
た
四
十
五
十
の
年
輩
の
人
が
あ
る
の
は
、

ま
っ
た
く
そ
の
禁
令
の
結
果
文
字
だ
け
を
取
り
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
同
じ
通
称
の
区
別
法

　
一
地
方
で
三
人
か
五
人
か
の
衛
門
尉
・
兵
衛
尉
の
あ
る
間
は
、
そ
の
頭
に

太
郎
・
次
郎
を
付
け
さ
え
す
れ
ば
、
字
す
な
わ
ち
個
人
を
差
別
す
る
方
法
と

し
て
は
、
目
的
を
達
し
た
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
年
代
を
経
、
人
数
の
多

く
な
る
と
と
も
に
、
故
人
ま
で
も
合
せ
れ
ば 
漸  

々 
ぜ
ん
ぜ
ん

と
そ
の
数
が
多
く
な
っ

て
来
て
、
つ
い
に
は
同
じ
通
称
の
も
の
が
そ
ち
ら
こ
ち
ら
に
で
き
て
来
る
、
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い
わ
ん
や
官
名
を
持
た
ぬ
た
だ
の
太
郎
次
郎
に
至
っ
て
は
、
初
め
か
ら
親
の

名
前
く
ら
い
で
は
充
分
な
区
別
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
さ
ら

に
そ
の
上
に
何
か
の
差
別
法
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
立
ち
戻
っ

て
自
分
の
家
の
姓
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
家
の
太
郎
な
ら
ば
源
太
と
い
い
、
平

家
の
三
郎
な
ら
ば
平
三
と
い
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
行
わ
れ
て
い
る 
名  
頭 
な
が
し
ら

と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
人
の
通
称
の
吉
と
い

う
の
は
橘
た
ち
ば
な氏
で
あ
り
ま
す
。
勘
と
い
う
の
は
菅
原
氏
、
弥
と
い
う
の
は
小
野

氏
、
清
と
い
う
の
は
清
原
氏
、
忠
と
い
う
の
は
中
原
氏
、
藤
は
も
ち
ろ
ん
藤

原
氏
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
皆
多
数
の
次
郎
・
三
郎
を
区
別
す
る
た
め
に
菅
太
・
野
三
・
橘き

   

六 

つ
ろ
く
・
中
七
等
と
称
え
た
遺
風
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
地
方
に
植
民
を
し
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て
来
る
も
の
は
多
く
同
一
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
姓
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
が

普
通
で
あ
る
か
ら
、
一
族 

蔓  

延 

ま
ん
え
ん

の
場
合
に
は
こ
れ
も
ま
た
区
別
に
な
り
に

く
い
。
こ
こ
に
お
い
て
か
第
四
の
方
法
と
し
て
、
居
住
地
を
も
っ
て
称
呼
と

す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
の
順
序
で
あ
り
ま
し
た
。
今
日
で
も
庄
兵
衛
と
い

う
も
の
が
二
人
あ
れ
ば
、
川
端
の
庄
兵
衛
と
か
上
屋
敷
の
庄
兵
衛
と
か
い
う

の
が
普
通
の
例
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
近
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は

な
く
、
お
お
よ
そ
日
本
人
が
村
を
な
し
て
と
も
に
住
み
、
郷
党
が
交こう
を
結
ぶ

場
合
に
は
、
も
し
互
い
の
実
名
を
呼
ぶ
の
を
避
く
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
ご

と
く
す
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
山
城
の
京
遷
都
の
始
め
頃
に
で
き
た
『
日
本 

霊 

異 

記 

り
ょ
う
い
き

』
と
い
う
書
に
は
、

紀
州
の
百
姓
で
字
を
上
田
の
三
郎
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
語
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で
言
え
ば
上
田
は
氏
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
こ
の
男
に
も
別
に
親
の
付
け
て
く

れ
た
尊
い
名
告
な
の
り
は
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
名
告
と
上
田
の
三
郎
と
を
合
せ
た
も

の
を
名
字
と
言
う
の
も
す
で
に
誤
り
で
あ
る
が
、
家
の
号
ば
か
り
を
名
字
と

い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
誤
用
転
訛
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
か
く
の
ご
と
き
時
勢
の
変
遷
は
、
必
ず
し
も
昔
に
引

き
戻
す
こ
と
を
必
要
と
せ
ぬ
。
こ
と
に
今
日
で
は
通
称
と
名
告
と
を
二
つ
持

つ
こ
と
は
法
律
の
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
し
、
い
っ
た
ん
戸
籍
に
登
録

さ
れ
た
る
自
分
の
名
前
は
三
郎
兵
衛
・
太
郎
左
衛
門
と
言
う
ご
と
き
昔
の
意

味
で
い
う
字
あ
ざ
なに
当
る
も
の
も
、
ま
た
は
堅
苦
し
い
漢
字
の
二
つ
繋
が
っ
た
名

の
訓
に
相
応
す
る
も
の
で
も
、
皆
字
で
は
な
く
し
て
真
実
の
「
名
」
で
あ
っ

て
、
し
か
も
西
洋
風
に
こ
れ
を
呼
び
か
け
る
こ
と
を
諱い
ま
な
い
時
節
と
な
っ
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た
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
新
し
い
風
俗
に
従
っ
て
字
と
い
う
も
の
を
捨
て
て

し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
な
っ
て
来
れ
ば
今
日
の
会
話
語
で
、
家
号

の
こ
と
を
名
字
と
い
っ
て
も
、
ど
こ
に
も
差
支
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

　
さ
て
前
段
が
は
な
は
だ
長
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
昔
の
人
の
字
の
中
で
も

一
人
一
人
に
つ
い
て
変
っ
て
行
く
部
分
、
す
な
わ
ち
通
称
に
つ
い
て
は
だ
い

た
い
説
明
を
終
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
次
に
は
一
人
一
人
に
つ
い
て
変
ら
ぬ

部
分
、
す
な
わ
ち
家
号
、
今
日
の
語
で
言
え
ば
名
字
の
話
を
、
今
少
し
し
て

み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
い
つ
の
間
に
か
家
号
を
名
字
と
言
う
よ
う
に
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な
っ
た

　
名
字
と
言
う
語
の
本
来
の
意
味
が
今
日
の
用
い
方
と
は
違
っ
て
お
っ
て
、

家
号
と
通
称
と
の
二
つ
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
回
に
お
話
し
た

通
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
名
字
を
最
も
豊
富
に
か
つ
趣
味
多

く
見
出
す
事
の
で
き
る
の
は
『 

吾 

妻 

鑑 

あ
ず
ま
か
が
み
』
で
あ
り
ま
す
。
平
安
朝
の
始
め

頃
に
も
す
で
に
上
田
の
三
郎
な
ど
と
言
う
名
字
の
あ
る
こ
と
は
『
霊
異
記
』

に
も
見
え
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
名
字
が
い
く
ら

で
も
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
い
ま
だ
み
だ
り
に
左
衛
門
尉
と
か
右
衛
門
尉
と

か
い
う
武
家
の
官
名
を
、
与
え
も
し
な
け
れ
ば
貰
う
こ
と
も
幕
府
が
や
か
ま

し
か
っ
た
か
ら
、
立
派
な
侍
が
皆
次
郎
・
三
郎
で
、
家
号
と
し
て
は
こ
と
ご
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と
く
居
住
地
の
地
名
を
帯
び
て
い
る
。

　
言
を
換
え
て
言
え
ば
、
居
住
地
＋
出
生
の
順
序
＝
名
字
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
る
に
そ
の
中
か
ら
い
つ
の
世
に
か
、
家
号
の
部
分
ば
か
り
を

名
字
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
明
治
の
今
日
の
よ
う
に
、
姓

氏
と
い
う
こ
と
も
名
字
と
い
う
こ
と
も
、
同
一
の
も
の
に
な
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
名
字
が
違
う
か
ら
同
家
で
な
い
と
は
い
え
ぬ

　
大
昔
に
も
姓
氏
と
い
う
も
の
は
歴
然
と
存
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
源
・
藤

原
と
い
う
の
が
氏
で
あ
っ
て
、
朝
臣
あ
そ
ん
と
か
宿
禰
す
く
ね
と
か
い
う
の
が
姓
か
ば
ねで
あ
る
。
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こ
れ
は
い
ず
れ
の
家
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
重
大
な
も
の
で
、
平
生
は
名
字

で
呼
ん
で
い
る
人
で
も
、
表
向
き
の
文
書
で
は
非
礼
に
な
ら
ぬ
限
り
こ
れ
を

倶ぐ
記き
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
姓
氏
と
い
う
も
の
が
ま
さ
し
く
支
那
の

王
と
か
劉
と
か
、
陳
と
か
張
と
か
い
う
も
の
に
当
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ

か
の
邦
で
は
褻け
に
も
晴はれ
に
も
そ
の
姓
を
使
い
、
日
本
で
は
国
柄
が
単
純
で
姓

氏
の
数
が
少
な
い
の
で
、
弁
別
の
た
め
に
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
平
素
に

は
家
号
の
み
を
用
い
て
姓
氏
を
称
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ

の
家
号
な
る
も
の
が
き
わ
め
て
頻
々
に
取
り
換
え
ら
れ
、
ほ
と
ん
と
屋
棟
の

数
や
竈
か
ま
どの
数
ほ
ど
多
く
あ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
名
字
す
な
わ
ち

家
号
が
違
っ
て
い
る
か
ら
、
同
家
で
な
い
と
い
う
思
想
は
、
日
本
の
昔
の
社

会
状
態
と
は
合
せ
ぬ
思
想
で
あ
り
ま
す
。
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し
か
る
に
御
承
知
の
通
り
、
近
代
で
は
な
る
べ
く
家
号
を
変
え
な
い
傾
き

に
な
っ
た
が
た
め
に
、
こ
と
に
民
法
で
は
や
た
ら
に
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と

を
許
さ
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
一
族
一
家
の
家
号
は
、
た
だ
一
個
に
限
る

か
の
ご
と
き
思
想
を
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
昔
は
一
戸
の
人
口
が
百
に
も
達
し
た

　
元
来
日
本
の
家
の
制
度
は
今
日
稀まれ
に
飛
騨
の
白
川
な
ど
に
遺
っ
て
い
る
ご

と
く
、
一
戸
の
人
口
が
非
常
に
多
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
古
代
戸
籍
の
制
度
の
影
響
も
あ
っ
て
、
複
雑
な
問
題
で
こ
の
際
述
べ
る
こ

と
も
で
き
な
い
が
、
奈
良
の
正
倉
院
に
残
っ
て
い
る
大
宝
時
代
の
諸
国
の
戸
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籍
な
ど
を
見
る
と
、
普
通
の
百
姓
で
も
っ
て
一
戸
の
人
口
が
奴ぬ
婢ひ
ま
で
も
併

算
す
れ
ば
、
八
九
十
か
ら
百
に
達
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
一
族
が
一
つ
の
大
屋
の
下
に
、
枕
を
並
べ
て
眠
っ
て
い
た

か
と
い
う
に
、
こ
れ
は
と
う
て
い
想
像
し
得
べ
き
事
で
な
い
の
で
、
一
人
一

人
が
そ
れ
ぞ
れ
労
働
を
す
る
の
に
、
西
に
東
に
南
に
北
に
、
二
十
町
三
十
町

と
出
て
行
っ
て
耕
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
広
く
山
野
の
間
に
住

宅
が
散
在
し
て
お
っ
て
、
た
と
い
他
人
は
正
当
の
氏
を
呼
ぶ
と
し
て
も
、
家

族
相
互
の
間
で
は
今
日
村
々
で
中
屋
敷
と
か
新
屋
敷
と
か
呼
ぶ
ご
と
く
、
ま

た
は
日
本
橋
辺
で 

室  

町 

む
ろ
ま
ち

の
御
宅
お
た
く
、
小
網
町
の
旦
那
と
い
う
よ
う
に
親
類
を

呼
ぶ
ご
と
く
、
個
々
の
別
宅
に
何
か
名
を
つ
け
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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公
卿
華
族
の
家
名
は
こ
と
ご
と
く
京
都
の
地

名　
こ
れ
が
武
家
発
生
時
代
、
す
な
わ
ち
地
方
豪
族
が
開
墾
の
利
益
を 

壟  

断 

ろ
う
だ
ん

し
た
八
幡
太
郎
の
頃
に
な
る
と
、
遺
産
相
続
の
問
題
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
、

い
よ
い
よ
も
っ
て
一
家
に
属
す
る
個
々
の
住
宅
が
殖
え
、
随
っ
て
名
字
に
居

住
地
を
呼
ぶ
必
要
が
に
わ
か
に
増
し
て
来
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
『
尊
卑

分
脈
』
な
ど
を
見
て
も
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
が
、
京
都
で
も
田
舎
で
も
一

時
に
家
号
の
増
加
し
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
原
家
で
も
基
経

・
時
平
の
頃
ま
で
は
、
た
と
い
分
れ
分
れ
に
住
し
て
お
っ
て
も
皆
同
じ
藤
原
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家
の
人
々
で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
次
に
な
る

と
だ
ん
だ
ん
と
屋
敷
所
在
地
の
地
名
を
家
号
に
用
い
て
、
二
条
殿
と
い
い
九

条
殿
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
家
が
分
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
に
お

い
て
は
こ
れ
だ
け
身
分
の
高
い
貴
族
に
な
る
と
、
他
人
か
ら
は
決
し
て
藤
原

殿
と
も
基
経
殿
と
も
断
じ
て
い
わ
な
い
。
そ
の
当
時
の
官
名
と
か
屋
敷
の
場

所
と
か
何
か
通
称
を
も
っ
て
呼
ん
で
い
る
。
畏おそ
れ
多
い
話
で
あ
る
が
、
わ
が

邦
の
皇
族
の
今
日
の
状
態
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
風
習
の
永
遠
に
継
続
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
わ
が
邦
の
貴
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
藤

原
家
の
ご
と
く
皇
室
に
次
い
で
顕
栄
を
極
め
た
家
で
も
、
財
産
を
分
ち
兄
弟

牆かき
に
鬩せめ
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
家
号
と
い
う
も
の
が
明
白

に
樹
立
し
て
、
二
条
殿
と
九
条
殿
と
一
条
殿
と
近
衛
殿
と
は
、
別
の
家
の
よ
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う
な
気
が
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
い
わ
ゆ
る
公
卿
華
族
の

家
の
名
を
見
渡
せ
ば
、
す
ぐ
に
気
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
と

全
部
は
京
の
町
あ
る
い
は
そ
の
附
近
の
地
名
で
あ
る
。
氏
と
し
て
は
源
平
藤

橘
の
数
姓
を
出
で
ず
、
こ
と
に
藤
原
氏
は
そ
の
八
割
を
占
め
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
今
日
の
ご
と
く
多
く
別
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
殿との
館たて
様さま
の
起
原

　
こ
の
つ
い
で
に
殿
と
い
う
字
の
意
味
を
申
せ
ば
、
殿
は
文
字
の
示
す
ご
と

く
長
者
の
建
築
物

た
て
も
の

に
対
す
る
敬
号
で
あ
る
。
家
号
の
属
す
る
土
地
で
あ
る
。

建
築
物
を
呼
ん
で
そ
の
中
に
住
ん
で
い
る
人
を
直
接
に
呼
ぶ
こ
と
を
憚はば
か
っ
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た
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
御
屋
敷
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
つ

い
に
移
り
変
っ
て
、
直
接
に
人
の
名
を
郡
長
殿
、
局
長
殿
と
い
う
よ
う
に
、

人
の
名
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
は
な
は
だ
し
い
変
転
で
あ
り
ま
す
。

南
北
朝
頃
の
文
書
、
こ
と
に
諸
国
の
侍
に
大
将
か
ら
出
し
た
感
状
な
ど
を
見

る
と
、
人
の
通
称
に
殿
の
字
を
付
け
た
も
の
が
表
わ
れ
か
か
っ
て
い
る
。

　
一
例
を
い
え
ば
河
野
武
蔵
守
殿
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
奥

羽
の
方
へ
行
く
と
何
の 

何  
某 

な
に
が
し

館
と
書
い
て
あ
る
。
武
士
の
住
宅
を
館
と
い

う
の
は
東
北
地
方
の
方
言
で
、
西
国
に
行
け
ば
京
都
に 

私  

淑 

し
し
ゅ
く

し
て
武
家
も

皆
殿
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
後
代
の
発
生
で
あ
り
ま
す
が
、
様
と
い
う
の

は
方
向
を
示
す
言
葉
が
も
と
で
あ
り
ま
し
た
。 
西  
様 
に
し
さ
ま

、  

東    

様  

ひ
が
し
さ
ま

と
い
う
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ご
と
き
は
そ
の
例
で
あ
り
ま
す
。
人
を
呼
ぶ
に
様
を
使
う
の
は
、
直
接
に
そ

の
人
を
呼
ぶ
の
が
失
礼
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
と
漠
然
と
そ
の
方
向
を
指
し
た

の
で
あ
る
。
今
日
我
々
が
彼
方
あ
な
た
其
方
そ
な
た
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
こ
れ
と
同
じ
用

い
方
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
殿
や
様
は
君
と
い
う
詞
こ
と
ばと
は
非
常
に
意
味

が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
人
を
呼
ん
で
何
の
何
兵
衛
氏
と
呼
ぶ
の
は
、

誰
が
始
め
た
こ
と
か
は
知
ら
な
い
が
、
歴
史
的
根
拠
も
何
も
な
い
無
趣
味
の

慣
例
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
家
号
製
造
の
由
来

　
そ
こ
で
い
よ
い
よ
本
論
に
入
り
ま
す
が
、
地
方
の
武
家
が
わ
ず
か
百
年
か
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百
五
十
年
の
間
に
、
数
万
の
名
字
を
製
造
し
た
由
来
は
、
ま
っ
た
く
藤
原
家

の
分
立
し
た
の
と
同
じ
理
由
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。
京
都
の
貴
族
な

ら
ば
官
名
で
呼
ぶ
事
も
で
き
れ
ば
、
そ
の
時
々
の
位
で
呼
ぶ
事
も
で
き
た
の

に
、
な
お
か
く
の
ご
と
く
分
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
地
方
に
お
け

る
無
官
の
大
夫
た
い
ふ
連
に
あ
っ
て
は
、
武
蔵
一
国
の
平
地
に
も
数
百
の
源
太
、
数

千
の
藤
次
・
平
三
が
い
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
と
て
も
何
か
今
一
段
の
区

別
法
を
作
ら
ず
に
は
交
通
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
一
つ

の
垣
内
か
い
と
、
一
つ
の
屋
敷
内
に
親
子
兄
弟
が
共
に
住
ん
で
い
る
時
な
ら
ば
仕
方

が
な
い
が
、
家
族
の
増
加
す
る
に
従
っ
て
附
近
の
村
々
に
分
家
を
さ
せ
、
新

開
を
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
を
呼
ぶ
こ
と
が
い

と
や
す
く
な
っ
た
か
ら
、
遠
慮
な
く
家
と
い
う
も
の
が
統
一
を
害
す
る
と
い
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う
い
さ
さ
か
の
懸
念
も
な
し
に
、
家
号
を
製
造
し
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
開
墾
奨
励
法

　
こ
の
話
を
す
る
た
め
に
は
少
し
く
王
朝
時
代
の
開
墾
の
事
情
を
説
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
最
初
は
百
姓
が
重
税
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
土
地
を
捨
て
て
立
ち

退
い
た
跡
が
荒
れ
て
行
く
恐
れ
も
あ
り
、
ま
た
政
府
と
し
て
は
収
入
の
増
加

を
謀
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
荒
地
も
し
く
は
原
野
を
開
墾
す

る
者
に
は
、
奨
励
と
し
て
永
く
そ
の
田
地
を
持
た
せ
る
と
い
う
開
墾
奨
励
法

が
出
た
の
が
も
と
で
あ
っ
て
、
地
方
の
百
姓
の
中
で
下
人
な
ど
の
多
く
資
本

の
余
裕
の
あ
る
も
の
は
、
こ
の
奨
励
法
に
基
い
て
も
大
分
開
墾
し
た
も
の
が
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あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
を
い
う
と
こ
れ
で
は
開
墾
を
し
た
楽
し
み
が
少

な
い
の
で
、
以
前
通
り
に
重
く
租
税
を
取
ら
れ
て
耕
地
を
殖
す
の
も
張
合
が

少
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
荘
園
の
増
加

　
と
こ
ろ
が
大
き
な
社
や
寺
、
ま
た
は
朝
廷
の
大
官
が
特
別
の 

思  

召 

お
ぼ
し
め

し
を

も
っ
て
拝
領
す
る
場
合
の
開
墾
地
は
、
常
に
租
税
の
全
部
を
挙
げ
て
下
さ
る

の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
前
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
非
常
に 

有 

難 

味 

あ
り
が
た
み

の
多
い
も

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
出
て
か
ら
は
も
は
や
通
例
の
荒
地
開
墾
な
ど
は
捨
て

て
顧
み
る
も
の
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
二
の
特
別
開
墾
は
、
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も
ち
ろ
ん
弊
害
も
多
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
表
向
き
の
法
令
で
は
力つと
め

て
こ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
が
、
実
際
は
年
と
と
も
に
面
積
も

増
加
す
れ
ば
特
権
も
増
加
し
て
、
つ
い
に
は
徴
税
権
は
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
さ

い
の
地
方
官
の
行
政
権
の
及
ば
ぬ
国
の
中
の
国
の
ご
と
き
も
の
が
で
き
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
が
す
な
わ
ち
荘
園
で
あ
り
ま
す
。
荘
園
の
面
積
は
少
な
い
も
の
も
三

百
町
五
百
町
、
多
い
の
は
数
郡
に
わ
た
っ
て
お
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
多
く
は
厄
介
な
地
主
で
あ
り
ま
し
た
。
境
木
を
立
て
れ
ば
知
ら

ぬ
間
に
こ
れ
を
滑
ら
せ
る
し
、
面
積
を
限
っ
て
も
地
方
官
と
慣
れ
合
っ
て
縄な

   

延 

わ
の
び
を
多
く
す
る
。
要
す
る
に
近
代
の
北
海
道
開
墾
の
類
の
、
今
少
し
専
横

な
偏
頗
へ
ん
ぱ
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
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地
方
豪
族
と
荘
園
の
下
受
開
墾

　
さ
て
、
特
許
権
を
受
け
て
新
た
に
荘
園
を
立
て
た
も
の
は
い
か
に
し
て
こ

れ
を
開
発
し
て
行
く
か
と
い
う
に
、
貴
族
は
も
ち
ろ
ん
社
寺
の
管
理
者
で
も
、

自
分
ど
も
は
京
都
に
お
っ
て
安
楽
な
生
活
を
し
て
い
な
が
ら
、
収
益
だ
け
を

取
ろ
う
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
も
と
も
と
貰
い
物
で
あ
る
が
た

め
に
多
分
の
割
引
を
も
意
と
せ
ず
に
、
地
方
に
住
ん
で
い
る
豪
族
ど
も
に
下

受
け
を
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
か
り
に
真ま
面じ
目め
な
荘
園
の
領
主

が
あ
っ
て
、
直
接
自
分
が
開
墾
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
平
素
か
ら
そ
れ
だ

け
の
労
働
者
を
傭やと
っ
て
お
く
こ
と
も
で
き
ず
、
今
日
の
ご
と
く
雇
え
ば
来
て
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く
れ
る
労
働
者
も
な
い
か
ら
、
勢
い
地
方
の
大
家
族
の
戸
主
と
相
談
を
す
る

ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
の
み
な
ら
ず
武
蔵
国
に
こ
れ
だ
け

の
原
野
が
あ
る
。 

上  

野 

こ
う
ず
け

の
奥
に
何
百
町
の 

空  

閑 

く
う
か
ん

（
耕
さ
ぬ
地
面
）
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
の
は
や
は
り
地
方
の
居
住
者
で
あ
る
。

は
な
は
だ
し
き
は
社
寺
と
か
権
門
の
名
義
だ
け
を
借
り
て
、
僅
少
な
名
義
料

を
「 

本  

所 

ほ
ん
じ
ょ

」
に
納
め
て
、
実
は
自
分
が
開
墾
を
経
営
し
た
場
合
も
少
な
く

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
名
主
の
名
の
起
原

　
か
く
の
ご
と
き
あ
り
さ
ま
で
あ
る
か
ら
し
て
、
下
受
人
の
特
権
も
時
と
場
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合
に
よ
っ
て
大
小
不
同
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
下
受
人
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
地
方
豪
族
の
戸
主
は
、
一
方
に
は
荘
園
の
管
理
者
た
る
名
義
で
、

か
な
り
多
く
の
管
理
料
を
天
引
す
る
ほ
か
に
、
下
受
管
理
者
と
し
て
の
有
利

な
る
条
件
を
も
っ
て
、
そ
の
開
墾
地
を
持
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
通

例
の
百
姓
な
ら
ば
領
家
で
気
に
入
ら
ね
ば
い
つ
で
も
立
ち
退
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
で
も
、
こ
の
者
ば
か
り
は
大
罪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
子
孫
の
相

続
を
確
保
し
て
あ
る
。
年
貢
す
な
わ
ち
作
米
の
ご
と
き
も
、
普
通
の
作
人
に

比
べ
れ
ば
三
分
の
一
に
も
五
分
の
一
に
も
満
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
の
み
な
ら
ず
、
ご
く
地
味
の
良
い
水
が
か
り
の
良
い
処
ば
か
り
を
選よ
り

取
り
し
た
に
相
違
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
京
都
の
荘
園
の
主
人
を
良
い
旦
那
に

し
て
お
っ
た
の
で
す
。
こ
の
下
受
人
の
特
権
を
名
づ
け
て  

名    

田    

職  

み
ょ
う
で
ん
し
ょ
く

と
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い
い
、
そ
の
土
地
を
名
田
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の  

名    

主  

み
ょ
う
し
ゅ

の
名

の
起
原
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
名
と
い
う
語
の
意
味

　
名
み
ょ
うと
い
う
語
は
そ
の
本
来
は
少
し
不
明
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
自
分
の

考
う
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
区
別
開
墾
地
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、
数
百
町
歩
の
原
野
を
開
墾
す
る
に
当
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
五
町
と

か
七
町
と
か
の
面
積
に
小
割
し
て
事
業
の
進
歩
に
便
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
近
年
の
新
田
開
墾
に
も
常
に
あ
る
こ
と
で
、
一
年
で
開
墾
が
終
る
ほ
ど

の
小
面
積
で
あ
れ
ば
良
い
が
、
五
年
も
六
年
も
か
か
る
と
な
る
と
、
一
方
で
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開
墾
を
進
め
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
他
の
一
方
で
は
既
墾
の
田
地
に
食
料
を
生

産
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
村
の
字
に
し
ば
し
ば
一
番
割
・
二
番
割
な

ど
と
い
う
地
名
の
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
同
じ
く
ら
い

な
身
分
の
も
の
が
共
同
開
墾
を
す
る
場
合
に
は
、
銘
々
の
持
場
持
場
を
決
め

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
小
区
割
を
名
づ
け
て
名
と
い
っ
た
こ
と
は
、
今
日
で

は
も
は
や
疑
い
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
多
く
の
場
合
に
お
い
て
は
開
墾
者
は
、
そ

の
家
族
の
者
に
一
つ
ず
つ
の
名
を
分
け
て
や
っ
た
ら
し
い
、
す
な
わ
ち
下
受

開
墾
者
た
る
特
権
が
不
可
分
の
も
の
で
な
く
し
て
、
土
地
に
伴
な
っ
て
い
た

ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
女
が
名
主
に
な
っ
た
証
拠
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名
と
い
う
文
字
は
い
く
ら
も
今
日
の
地
名
と
な
っ
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。

九
州
方
面
で
は
、
肥
前 

北 

高 

来 

き
た
た
か
き

郡
な
ど
で
は
、
小
字
に
は
こ
と
ご
と
く
名

の
字
が
付
い
た
所
も
あ
る
。
東
国
の
地
名
で
は
妙
に
聞
え
る 

公 

文 

名 

く
も
ん
み
ょ
う
な
ど

と
い
う
地
名
は
、
つ
ま
り
荘
園
の
書
記
の
持
っ
て
い
る
名
田
の
地
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
原
野
で
も
薪
た
き
ぎを
刈
り
に
、
も
し
く
は
狩
を
し
に
し
ば

し
ば
人
の
往
来
す
る
所
で
は
、
従
来
の
地
名
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
来
住

す
る
も
の
は
た
だ
ち
に
新
宅
の
家
号
と
し
て
こ
れ
を
採
用
し
ま
し
た
。
す
な

わ
ち  

在    

名  

ざ
い
み
ょ
う

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
以
前
の
人
口
の
少
な
か
っ
た
地
方
で

は
、
事
に
よ
る
と
五
町
七
町
の
小
区
劃
で
は
地
名
の
な
い
所
が
あ
る
。
か
く

の
ご
と
き
場
合
に
は
変
則
で
は
あ
る
が
、
あ
べ
こ
べ
に 

貞  

季 

さ
だ
す
え

と
か 

国  

知 

く
に
と
も
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と
か
い
う
よ
う
な
人
の
実
名
を
、
地
名
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
名

主
は
い
ず
れ
金
持
の
子
供
で
あ
る
か
ら
し
て
、
自
分
で
犂
鋤
り
じ
ょ
を
手
に
す
る
訳

で
な
い
か
ら
、
子
供
も
あ
れ
ば
女
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
太
郎
丸
と
か
次
郎

丸
と
か
い
う
童
名
を
た
だ
ち
に
地
名
に
付
け
た
も
の
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

名
古
屋
附
近
に 
一 
女 
子 
い
ち
に
ょ
し

・
二
女
子

に
に
ょ
し

な
ど
と
い
う
小
字
こ
あ
ざ
の
あ
る
の
は
、
女
が

名
主
に
な
っ
た
証
拠
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
七
党
と
称
す
る
大
地
主
の
団
体

　
京
都
附
近
の
国
々
で
は
土
地
に
余
り
が
少
な
く
て
、
下
受
開
墾
の
有
難
味

も
自
然
薄
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
関
東
に
来
る
と
広
漠
た
る
原
野
を
自
由
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勝
手
に
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
京
都
の
貴
族
に
取
り
入
っ
て
甘

ん
じ
て
家
人
け
に
ん
の
地
位
に
下
っ
て
も
、
実
際
の
富
を
作
り
武
力
を
養
う
に
十
分

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
武
蔵
な
ど
は
中
央
荒
川
と
多
摩
川
間
の
平
原
に
、

七
党
と
称
す
る
大
地
主
の
団
体
が
七
つ
ま
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
南
に
は
小
山

田
と
か
稲
毛
い
な
げ
と
か
、
北
に
は
秩
父
ち
ち
ぶ
な
ど
い
う
豪
族
が
何
軒
も
あ
っ
て
、
い
ざ

開
墾
が
始
ま
る
と
な
る
と
、
競
う
て
下
受
権
を
獲
得
し
、
ど
し
ど
し
と
次
男

三
男
の
輩
を
分
家
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ゆ
え
に
今
日
に
な
っ
て
も
右
の

手
に
七
党
の
系
図
を
持
っ
て
、
左
の
手
に
精
密
な
地
図
を
持
っ
て
当
っ
て
行

く
と
、
開
墾
の
順
序
、
分
家
の
あ
り
さ
ま
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
分
る
の
で
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
児
玉
家
の
総
領
は
児
玉
の
本
荘
、
す
な
わ
ち
中
仙
道
の

本
庄
附
近
に
お
り
、
横
山
の
族
長
は
今
の
八
王
子
の
北
部
に
住
ん
で
、
そ
の
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分
家
は
皆
附
近
の
村
に
住
ん
で
お
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
俵
藤
太
秀
郷
の
一
族

　
関
東
か
ら
奥
州
に
か
け
て
有
名
で
あ
っ
た 

秀  

郷 

ひ
で
さ
と

流
の
藤
原
氏
と
い
う
の

は
（
私
も
そ
の
子
孫
た
る
の
名
誉
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
）
、
実
は
こ
の

特
権
開
墾
権
の
運
動
の
都
合
上
、
藤
原
家
の
若
殿
を
娘
の
聟むこ
に
取
っ
た 

下  

し
も
つ

野 け
辺
の
判
任
官
位
の
家
柄
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
よ
る
と
「
ア
イ
ヌ
」
で
あ

る
か
と
も
思
う
。
こ
の
中
興
の
祖
で
あ
る
秀
郷
の
ご
と
き
は
、
三
上
み
か
み
山
の
百む

足かで
を
退
治
し
た
時
代
に
は
、
近
江
に
近
い
山
城
の
田
原
に
住
ん
で
い
て
、
藤

原
家
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
田
原
た
わ
ら
の
藤
太
と
う
だ
秀
郷
と
称
し
て
い
た
が
、
そ
の
生
国
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は 

下  

野 
し
も
つ
け

で
あ
っ
た
た
め
に
、
名
田
の
大
部
分
は
む
し
ろ
関
東
に
あ
っ
て
、

そ
の
子
孫
は
上
州
の
太
田
お
お
た
に
住
ん
で
太
田
家
と
な
り
、
下
野
の
小
山
お
や
ま
に
住
ん

で
小
山
家
と
な
り
、 

下  

総 

し
も
う
さ

の
結
城
ゆ
う
き
に
行
っ
て
結
城
家
と
な
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、
さ
ら
に
相
州
に
も
立
派
な
根
拠
地
を
持
っ
て
、
今
煙
草
た
ば
こ
の
で
き
る
秦は

野だの
に
住
ん
で
波
多
野
家
と
な
り
、
さ
ら
に
山
一
つ
越
え
て
松
田
に
住
ん
で
松

田
家
を
作
り
、
さ
ら
に
そ
の
西
の
河
村
を
開
墾
し
て
河
村
家
を
作
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
河
村
は
い
ま
山
北
の
停
車
場
の
あ
る
処
で
、
そ
の
屋
敷
の
あ
っ

た
河
村
山
の
北
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
山
北
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の

家
の
系
図
は
虚うそ
か
真
ま
こ
とか
受
け
合
わ
れ
ま
せ
ぬ
が
、
こ
の
河
村
か
ら
ま
た
別
れ

た
と
あ
り
ま
し
て
、
今
日
大
磯
と
二
宮
と
の
中
間
に
あ
る
「
国
府
こ
く
ふ
本
郷
」
、

す
な
わ
ち
旧
地
方
庁
所
在
地
の
氏
神
が
柳
田
神
社
と
い
う
の
を
見
る
と
、
あ
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る
い
は
あ
の
辺
に
猫
の
額
ほ
ど
の
名
田
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
、
い
つ
も
汽
車
で
あ
の
辺
を
通
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
煩
わ
し
い
か
ら
た

く
さ
ん
の
例
は
挙
げ
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の
一
族
が
事
あ
れ
ば
合
体
し
て
進

退
を
共
に
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
鎌
倉
北
条
時
代
の
和
田
の
乱
・
三
浦
の
乱

に
、
数
百
の
名
字
の
人
間
が
一
時
に
腹
を
切
っ
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
ご
と

く
、
名
字
の
分
立
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
家
の
統
一
に
は
害
が
な
か
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
い
わ
ゆ
る
御
先
祖
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
初

め
て
新
し
い
家
号
を
名
字
の
頭
に
く
っ
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
で
出

世
の
で
き
な
い
地
方
の
荒
武
者
ど
も
に
と
っ
て
は
こ
の
数
を
殖
や
し
て
行
く

と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
唯
一
の
誇
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
状
態

は
私
の
考
え
で
は
、
ほ
ぼ
吉
野
朝
廷
の
時
代
ま
で
続
い
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
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そ
の
前
後
か
ら
大
分
形
勢
が
変
っ
て
、
近
代
的
の
傾
き
が
あ
ら
わ
れ
初
め
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
近
世
代
官
制
度
の
起
原

　
平
家
が
勢
力
の
絶
頂
に
お
っ
た
頃
に
は
、
そ
の
所
領
は
六
十
六
ヶ
国
に
満

ち
渡
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
一
族
が
朝
敵
と
な
っ

て
全
滅
し
た
後
は
、
そ
れ
ら
の
荘
園
は
こ
と
ご
と
く
い
わ
ゆ
る 

闕  

所 

け
っ
し
ょ

と
な

っ
て
お
っ
た
の
で
、
朝
廷
で
は
そ
れ
ぞ
れ
処
分
せ
ら
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
頼

朝
は
朝
廷
に
願
っ
て
個
々
の
荘
園
に
地
頭
じ
と
う
を
選
定
す
る
特
権
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
地
頭
と
い
う
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
荘
園
の
管
理
人
で
、
開
発
の
当
時
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か
ら
特
別
の
約
束
の
下
に
そ
の
土
地
を
管
理
し
て
お
っ
た
人
間
と
、
同
一
の

地
位
を
新
た
に
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
る
に
頼
朝
に
随
従
し
て
功
名
し

た
武
士
ど
も
は
、
主
と
し
て
東
国
の
住
人
で
、
平
家
の
所
領
は
全
国
に
行
き

渡
っ
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
ま
ず
中
央
部
以
西
に
多
か
っ
た
の
で
、

西
国
筋
の
新
地
頭
は
、
い
ず
れ
も
遥
か
に
関
東
の
方
か
ら
赴
任
す
べ
き
訳
合

で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
時
代
に
な
っ
て
は
管
理
人
と
は
い
う
も
の
の
、
自

ら
事
務
を
取
る
の
で
は
な
く
、
己おの
れ
は
単
に
管
理
人
た
る
収
入
を
取
っ
て
、

事
務
は
ま
た
別
に
下
受
け
を
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
い
ず
れ
源

平
の
戦
争
に
関
係
し
た
ほ
ど
の
も
の
は
、
旧
来
の
所
領
の
一
ヶ
所
や
二
ヶ
所

は
持
た
ぬ
も
の
は
な
い
か
ら
し
て
、
た
い
て
い
故
郷
を
捨
て
て 

新  

恩 

し
ん
お
ん

の
地

に
移
住
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
は
も
ち
ろ
ん
、
時
々
の
巡
視
さ
え
も
常
に
代
人
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で
済
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
の
代
官
と
い
う
制
度
の
根
源
で
、
戸

主
が
幼
子
や
女
子
で
あ
る
場
合
に
は
、
本
領
に
つ
い
て
も
代
官
を
用
い
ね
ば

な
ら
ぬ
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
主
と
し
て
は
右
の
ご
と
く
、
東

西
掛
け
離
れ
た
る
二
ヶ
所
以
上
の 

知  

行 

ち
ぎ
ょ
う

の
分
立
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
の

必
要
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
関
東
武
士
の
一
部
移
住
は
自
然
の
成
行
き

　
代
官
の
手
を
も
っ
て
支
配
し
て
い
た
遠
方
の
所
領
は
、
久
し
か
ら
ず
し
て

遺
産
相
続
に
よ
っ
て
分
配
せ
ら
れ
た
。
元
来
分
割
相
続
は  

大  

宝  

令  

た
い
ほ
う
り
ょ
う

以
来

の
旧
慣
で
は
あ
る
が
、
本
家
の
威
力
を
支
持
す
べ
く
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
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制
限
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
争
の
必
要
か
ら
兵
力
を
増
加
す
る
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
家
の
数
を
増
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
持
っ
て

来
て
多
分
の
新
恩
・
加
恩
か
お
ん
の
地
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
親
は
良
い
気
に

な
っ
て
総
領
に
対
す
る
遠
慮
も
い
ら
ず
、
可
愛
か
わ
い
い
末
子
に
思
い
の
ま
ま
の
新

宅
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
後
引
き
続
い
て
北
条
氏
の 

悪  

辣 

あ
く
ら
つ

た

る
権
略
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
殿
の
功
臣
が
お
い
お
い
と
滅
亡
し
て
、
そ
の
所
領

の
全
部
ま
た
は
一
部
が
収
公
せ
ら
れ
て
闕
所
と
な
っ
た
。
承
久
の
役
に
宮
方

に
属
し
た
公
卿
武
家
の
領
地
も
同
様
戦
勝
者
の
間
に
分
配
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら

の
結
果
が
次
第
次
第
に
、
関
東
武
士
の
一
部
移
住
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ

と
に
自
然
の
成
行
き
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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国
内
植
民
史
の
上
で
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
大

転
変

　
右
の
ご
と
き
場
合
に
、
本
家
か
ら
離
れ
て
新
た
に
遠
方
に
移
住
し
た
も
の

の
、
家
号
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
は
共
通
に
行

先
の
地
名
を
名
字
の
中
に
称
え
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
下
野
の
宇
都
宮
家

が
豊
前
ぶ
ぜ
ん
の
城き
井い
に
新
恩
の
地
を
貰
っ
て
行
け
ば
城
井
氏
と
な
り
、
さ
ら
に
こ

の
家
か
ら
肥
後
の 

内 

古 

閑 

う
ち
の
こ
が

に
移
住
し
て
行
け
ば
、
内
古
閑
氏
と
な
っ
た
類

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
思
想
と
し
て
は
、
す
で
に
開
墾
せ
ら
れ
た

る
土
地
に
対
し
て
は
、
名
田
職
の
関
係
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
家
の

号
に
名
乗
る
の
は
い
か
に
も
貰
い
物
の
よ
う
な
感
じ
が
し
た
も
の
か
、
あ
る
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い
は
ま
た
宇
都
宮
と
か
千
葉
と
か
い
う
関
東
の
大
名
は
、
九
州
の
辺
土
に
ま

で
そ
の
名
が
轟
と
ど
ろい
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
名
乗
っ
て
本
家
の
威
光
を
笠

に
着
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
か
、
い
つ
と
な
く
家
号
を
携
え
て
移
住
し
て
行

く
よ
う
な
風
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
国
内
植
民
史
の
上
で
看
過
す
べ
か
ら
ざ

る
大
転
変
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
毛
利
・
武
田
・
小
笠
原
の
諸
家

　
た
と
え
ば
大
江
広
元
の
一
族
は
、
相
州 

愛  

甲 
あ
い
こ
う

郡
毛
利
も
う
り
荘
に
本
領
が
あ
っ

て
、
毛
利
を
名
乗
っ
て
い
た
。
そ
の
一
族
の
中
で
は
、
羽
前
の  

左    

沢  

あ
て
ら
ざ
わ

に

移
住
し
た
も
の
は
左
沢
某
と
呼
ん
で
い
る
が
、
安あ
芸き
国
に
分
れ
て
行
っ
た
家
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は
そ
の
ま
ま
に
毛
利
家
と
称
し
て
お
っ
た
。
こ
れ
お
そ
ら
く
出
羽
の
方
は
新

開
で
芸
州
の
方
は
す
で
に
開
け
て
お
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
甲
州
の
武
田

は
、 
釜  
無 
か
ま
な
し

川
の
上
流
に
名
字
の
地
が
あ
っ
た
が
た
め
の
武
田
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
あ
る
者
は
上
総
か
ず
さ
に
移
住
し
、
ま
た
あ
る
者
は
若
狭
わ
か
さ
に
移
住
し
て

も
や
は
り
武
田
を
名
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
一
族
の
南
部
家
は
、
同
じ
河
の
下

流
の
駿
河
に
接
し
た
る
南
部
村
を
領
し
て
家
の
名
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
奥

州
の
北
端
に
移
住
し
て
も
な
お
南
部
を
唱
え
て
い
る
。
同
じ
国
の
小
笠
原
家

は
、
阿
波
に
移
住
し
て
は
三
好
氏
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
信
州
に
移
っ
た
も

の
は
い
つ
ま
で
も
小
笠
原
家
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
・
吉
川
及
び
九
州
の
諸
家
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武
蔵
の 

熊  

谷 

く
ま
が
や

に
住
ん
で
お
っ
た  

蓮    

生  

れ
ん
し
ょ
う

入
道
の
一
族
は
、
安
芸
国
に

引
き
移
っ
て
も
相
変
ら
ず
熊
谷
で
、
そ
の
子
孫
が
非
常
に
繁
殖
し
て
今
日
ま

で
残
っ
て
い
る
。
足
利
将
軍
義
政
の
時
代
に 

諫  

言 

か
ん
げ
ん

を
上
た
て
ま
つっ
て
領
地
を
失
っ

た
熊
谷
某
は
近
江
の
熊
谷
で
あ
る
。
ま
た
今
日
は
毛
利
家
の
親
族
と
な
っ
て

お
ら
る
る 

吉  

川 

き
っ
か
わ

家
は
、
元
駿
州
の
庵
原
い
は
ら
郡
の
住
人
で
、 

梶  

原  

景  

時 

か
じ
わ
ら
か
げ
と
き

が

鎌
倉
を
逃
げ
て
西
に
走
る
時
に
、
狐
ヶ
崎
で
こ
れ
を
攻
め
殺
し
た 

吉  

香 

き
っ
こ
う

の

小
次
郎
は
そ
の
祖
先
で
あ
る
、
た
し
か
こ
の
時
の
感
賞
に
芸
州
を
貰
っ
た
か

と
記
憶
し
て
い
る
。

　
九
州
に
は
源
平
戦
後
の
移
住
武
士
が
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
菊
池

と
か
原
田
と
か
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
九
州
の
地
名
を
家
号
と
し
て
い
る
旧
家

62名字の話



で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
友
は
相
州
の
大
友
で
あ
る
し
、
伊
東
は
伊
豆
の
伊
東

で
、
前
に
挙
げ
た
吉
川
家
と
と
も
に
狩
野
か
の
う
家
の
分
れ
で
あ
る
。
千
葉
と
い
う

家
も
九
州
に
多
い
が
、
こ
れ
も
下
総
か
ら
の
分
家
で
あ
る
。
薩
摩
さ
つ
ま
に
し
か
な

い
名
字
の 
鮫  
島 
さ
め
じ
ま

家
の
ご
と
き
も
、
は
る
ば
る
駿
河
の
富
士
山
麓
か
ら
担
い

で
行
っ
た
家
号
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
家
号
を
新
領
に
持
ち
行
く
に
至
り
し
一
原
因

　
右
の
ご
と
く
家
号
を
持
っ
て
新
領
に
引
き
移
る
の
風
は
、 

漸  

々 

ぜ
ん
ぜ
ん

と
増
加

し
て
行
っ
て
つ
い
に
名
字
の
固
着
し
た
今
日
の
状
態
を
養
う
に
至
っ
た
が
、

一
つ
の
原
因
と
し
て
は
、
吉
野
朝
廷
時
代
に
地
方
地
方
の  

嫡    

庶  

ち
ゃ
く
し
ょ

の
争
い
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が
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
宮
方
・
武
家
方
に
立
ち
分
れ
、
所
領
の
奪
い
合

い
を
始
め
た
た
め
に
、
そ
の
一
の
要
求
と
し
て
い
っ
た
ん
新
た
な
る
家
号
を

持
っ
た
も
の
も
、
改
め
て
本
家
の
名
を
名
乗
る
と
い
う
政
治
上
の
必
要
も
、

よ
ほ
ど
こ
の
傾
向
を
手
伝
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
以
後
は
名
字

に
よ
っ
て
、
そ
の
家
の
郷
里
を
推
測
す
る
こ
と
の
で
き
る
と
い
う
、
一
方
か

ら
見
れ
ば
重
宝
な
あ
り
さ
ま
に
移
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ

の
家
で
も
最
初
の
本
領
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
二
心
な
く
武
家
に
仕
え
て

お
っ
た
も
の
は
、
ま
ず
は
家
号
の
地
と
連
絡
を
絶
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
ゆ

え
に
、
足
利
氏
の
末
の
頃
ま
で
山
田
郷ごう
の
山
田
殿
と
い
う
よ
う
な
武
士
は
、

た
く
さ
ん
全
国
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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東
北
の
旧
家
た
る
佐
藤
・
五
十
嵐
・
本
間

　
こ
こ
に
そ
の
一
例
を
い
う
と
、
前
に
も
お
話
し
た
田
原
家
の
後
で
あ
る
佐

藤
家
で
あ
る
。
現
在
の
系
図
が
真
実
な
り
と
す
る
な
ら
ば
、
佐
藤
家
は 

下  

し
も
つ

野 け
よ
り
北
部
に
向
っ
て
非
常
な
勢
い
を
も
っ
て 

蔓  

延 

ま
ん
え
ん

し
て
行
っ
た
の
で

あ
る
。
九
郎
判
官
に
仕
え
て
忠
義
の
戦
死
を
遂
げ
た
る
嗣
信
・
忠
信
の
兄
弟

は
、
諸
所
に
そ
の
遺
跡
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
正
確
に
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
と

に
か
く
奥
州
の
南
方
に
領
地
を
持
っ
て
お
っ
た
佐
藤
家
で
あ
っ
て
、
す
で
に

源
平
時
代
に
お
い
て
そ
の
東
北
に
植
民
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
奥

羽
六
県
の
間
に
は
佐
藤
と
い
う
旧
家
が
最
も
多
く
、
い
ず
れ
も
秀
郷
流
の
藤

原
氏
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。
自
分
は
先
年
山
形
県
を
旅
行
し
て
、
面
白
い
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事
実
を
発
見
し
た
。
出
羽
の
庄
内
、
こ
と
に
西
田
川
郡
の
海
岸
部
に
お
い
て

は
、
佐
藤
と
五
十
嵐

い
が
ら
し

と
い
う
家
が
南
北
か
ら
入
り
交
っ
て
、
こ
こ
で
双
方
の

境
界
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
五
十
嵐
家
は
系
図
は
見
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど

も
、
何
で
も
越
後
が
本
元
で
、
新
潟
県
の
北
部
か
ら
山
を
越
え
て
、
出
羽
の

方
へ
も
会
津
の
方
へ
も
移
住
を
試
み
、
い
ず
れ
の
方
面
に
お
い
て
も
佐
藤
家

の
前
進
を
喰く
い
止
め
か
つ
喰
い
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　
酒
田
の
本
間
家
は
現
今
の
富
豪
で
あ
る
が
、
こ
の
家
号
も
広
く
出
羽
地
方

に
播
布
は
ん
ぷ
し
て
お
っ
て
佐
藤
・
五
十
嵐
二
勢
力
の
外
に 

屹  

立 

き
つ
り
つ

し
て
い
る
が
、

こ
の
家
は
佐
渡
の
本
間
で
あ
る
。
本
間
家
と
佐
藤
家
の
縁
故
は
す
こ
ぶ
る
深

い
も
の
で
、
し
か
も
一
島
の
富
を
独
占
し
て
お
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
余
力

を
も
っ
て
優
に
対
岸
の
地
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
は
か
ら
ず
も
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山
形
県
の
隅
に
、
三
合
の
奇
現
象
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
家
紋
の
数
は
あ
ま
り
た
く
さ
ん
は
な
い

　
話
が
こ
こ
ま
で
進
む
と
、
つ
い
で
に
少
し
く
家
紋
の
こ
と
を
述
べ
る
必
要

が
あ
る
。
後
世
の
家
紋
は
、
あ
る
い
は
主
君
か
ら
拝
領
し
た
も
の
、
あ
る
い

は
物
好
き
か
ら
新
た
に
こ
れ
を
定
め
た
も
の
も
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
然
異

な
る
家
筋
で
同
じ
紋
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
概
に
紋
か
ら
家
の
先
祖

を
定
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
中
世
の
家
族
制
度
の
特
色
、
す
な
わ
ち
移

住
の
た
め
に
家
号
を
変
え
て
ゆ
く
こ
と
と
、
比
較
し
て
み
る
と
よ
ほ
ど
面
白

い
趣
味
が
あ
る
。
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諸
家
の
紋
帳
の
中
で
い
ち
ば
ん
古
い
の
は
、
『
群
書
類
従
』
に
出
て
い
る

「
見
聞
諸
家
紋
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
数
が
は
な
は
だ
わ
ず
か
で
あ
る
。

徳
川
時
代
の
『
武
鑑
ぶ
か
ん
』
や
「
紋
帳
」
に
顕あら
わ
れ
て
い
る
紋
の
数
も
、
そ
の
数

が
五
六
百
を
超
え
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
稀まれ
に
は
染
物
屋
の
難
儀
を
す

る
よ
う
な
紋
も
な
い
で
は
な
い
が
、
だ
い
た
い
紋
書
き
が
見
た
こ
と
も
な
い

と
い
う
紋
は
、
一
生
の
中
に
七
つ
か
十
し
か
な
い
そ
う
で
あ
る
。
言
を
換
え

て
言
え
ば
、
源
平
時
代
の
家
号
文
化
が
ほ
と
ん
と
極
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ

る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
も
の
が
、
あ
る
特
種
の
原
因
か
ら
逆
戻
り
を
し
て
、

や
や
統
一
の
傾
向
を
示
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
紋
も
ま
た
い
っ
た
ん
無
数

に
増
加
し
て
行
こ
う
と
し
た
も
の
が
、
あ
る
程
度
に
達
し
て
後
再
び
減
少
の

傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
戦
争
の
盛
ん
な
時
代
に
は
、
何
で
も
紋
は
き
わ
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め
て
目
立
ち
、
か
つ
特
色
の
あ
る
無
風
流
な
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

今
日
に
な
っ
て
は
あ
ま
り
書
き
に
く
い
と
か
、
あ
ま
り
に
不
細
工
だ
と
か
、

は
な
は
だ
し
き
は
汚
れ
や
す
い
と
か
剥は
げ
や
す
い
と
か
い
う
た
め
に
、
だ
ん

だ
ん
と
世
間
に
あ
り
触
れ
た
紋
の
方
へ
移
っ
て
行
く
傾
向
が
あ
る
。
私
の
家

の
紋
は
、
以
前
は
丸
に
行
書
の
大
の
字
で
あ
っ
た
も
の
を
、
五
六
十
年
以
来

女
の
紋
に
向
か
ぬ
と
い
う
理
由
か
ら
、
五
つ
の
大
の
字
を
花
の
形
に
組
み
合

せ
た
紋
に
変
更
し
た
た
め
、
世
間
に
よ
く
あ
る
松 

葉 

桔 

梗 

ま
つ
ば
き
き
ょ
う

の
紋
と
、
ほ
と

ん
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
一
つ
の
物
体
は
一
族
を
統
括
し
個
々
の
変
化

が
各
家
を
表
わ
す
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右
の
次
第
で
あ
る
か
ら
、
今
日
人
の
背
中
を
見
て
家
柄
を
想
像
す
る
こ
と

な
ど
は
ま
ず
不
能
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
間
に
、
多
少

の
意
味
と
趣
味
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
末
の
学
者
で
栗
原
柳
庵

（
信
充
）
と
い
う
人
は
、
五
人
も
七
人
も
初
め
て
の
お
客
が
訪
問
し
た
時
に
、

名
札
と  

紋    

所  

も
ん
ど
こ
ろ

と
を
引
き
比
べ
て
「
あ
な
た
が
何
さ
ん
で
す
な
」
と
言
い

当
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
高
橋
と
か
和
田
と
か
い
う
名
字
が
平
凡
で
あ
る
が
ご
と
く
、
酸ほ

   

漿 

お
ず
き
や 

木  

瓜 

き
ゅ
う
り

の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
紋
で
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
が
、
何
か
一
所
、
形
か
物
体
か
に
特
色
の
あ
る
紋
な
ら
、
自
然
に
家
の

由
来
を
仮
定
せ
し
む
る
材
料
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
自
分
は
形
と
物
体
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、
か
つ
て
近
年
の
紋

帳
に
あ
る
四
五
百
種
の
紋
に
つ
い
て
分
類
を
試
み
て
み
た
の
に
、
そ
の
種
類

の
存
外
に
単
純
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。
す
な
わ
ち 

僅  

々 

き
ん
き
ん

数
十
種
の
物
体

を
十
数
通
り
に
変
形
さ
せ
た
の
が
今
日
の
紋
で
あ
る
。
た
と
え
ば
井
筒
い
づ
つ
な
ら

ば
井
筒
を
菱ひし
に
も
す
れ
ば
丸
の
中
に
も
入
れ
、
輪
違
い
に
も
す
れ
ば
四
つ
合

せ
も
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の
紋
を
い
か
ほ
ど
に
も
変
え
て
行
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
徳
川
家
の
葵
あ
お
いの
紋
が
、
主
た
る
御
分
家
筋
は
も
ち
ろ
ん
、
酒

井
に
も
松
平
に
も
共
通
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
形
状
及
び
組
合
せ
の
変
化
に

よ
っ
て
、
家
々
を
分
つ
の
を
見
て
も
容
易
に
想
像
せ
ら
る
る
ご
と
く
、
一
つ

の
物
体
は
一
族
を
総
括
し
、
個
々
の
変
化
が
各
家
を
代
表
し
た
訳
で
あ
ろ
う
。
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紋
の
由
来
及
び
そ
の
変
遷

　
紋
の
由
来
に
つ
い
て
は
別
に
お
話
を
す
る
方
が
良
い
と
思
う
が
、
要
す
る

に
そ
の
初
ま
り
は
さ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
く
、
武
家
が
こ
れ
を
用
い
た
の

は
せ
い
ぜ
い
源
平
の
頃
か
ら
で
、
戦
場
に
お
い
て
司
令
部
の
あ
り
所
を
知
ら

せ
る
た
め
に
、
幕
と
か
旗
と
か
に
付
け
た 

符  

牒 

ふ
ち
ょ
う

で
、
そ
の
思
い
付
は
京
都

の
大
官
連
が
車
に
家
々
の
紋
を
付
け
た
の
が
本もと
で
、
紋
の
材
料
は
現
今
の
通

説
の
ご
と
く
、
礼
服
の
衣
紋
え
も
ん
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
換
え
て
言

え
ば
、
家
号
の
分
化
が
中
止
し
始
め
た
頃
か
ら
、
紋
の
分
化
が
始
ま
っ
て
、

そ
の
種
類
の
増
加
が
止
ま
っ
た
の
は
、
近
代
再
び
家
号
が
増
そ
う
と
し
た
頃

で
あ
っ
て
、
家
の
本
分
の
関
係
は
何
か
の
方
法
で
、
こ
れ
を
表
わ
さ
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
社
会
的
の
必
要
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
紋
所
の
詮
議
せ
ん
ぎ
の
最
も
や
か
ま
し
か
っ
た
の
は
、
足
利
時
代
か
ら
徳
川
時
代

へ
か
け
て
、
名
乗
な
の
り
の
半
分
を
家
人
に
や
る
慣
習
の
行
わ
れ
た
頃
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
反
動
と
し
て
紋
所
を
大
事
に
す
る
結
果
、
主
君
が
賞
与
と
し
て
家

の
紋
を
臣
下
に
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
結
局
紋
の
数
が
だ
ん
だ
ん
減
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
新
領
主
を
苦
し
め
た
る
地
侍
・
国
侍
・
郷
士

　
こ
の
反
動
的
同
化
作
用
は
、
単
に
紋
所
に
止とど
ま
ら
ず
、
将
軍
及
び
諸
大
名

の
臣
下 

鎮 

撫 

策 

ち
ん
ぶ
さ
く

と
も
関
聯
す
る
も
の
で
、
徳
川
家
が
む
や
み
に
外
様
と
ざ
ま
大
名
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に
松
平
の
姓
を
与
え
た
こ
と
、
な
い
し
は
押
懸
け
婿むこ
、
押
懸
け
嫁
を
縁
付
け

て
、
大
名
各
藩
を
迷
惑
さ
せ
た
の
と
同
じ
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
御
承

知
の
通
り
徳
川
初
期
の
武
家
は
、
将
軍
自
身
を
初
め
と
し
て
、
十
中
の
八
九

ま
で
は
成
上
り
の
大
家
で
あ
る
。
以
前
に
十
数
倍
す
る 

知  

行 

ち
ぎ
ょ
う

を
持
っ
た
か

ら
に
は
、
た
く
さ
ん
の
侍
を
召
し
抱
え
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
あ
っ
た
。
か
り

に
ま
た
譜
代
ふ
だ
い
の
家
来
に
過
分
の
加
増
を
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
家
来
も
ま
た

知
行
高
相
応
の
軍
役
を
勤
む
る
た
め
に
は
、
新
た
に
郎
党
を
召
し
抱
え
ね
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
時
節
は
戦
国
の
後
で
、
諸
国
旧
家
の
主
人
の
新
領

を
失
っ
て
諸
方
を
流
浪
し
て
歩
く
も
の
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
浪
人
の
数
が

非
常
に
多
く
し
て
、
そ
の
あ
る
者
は
器
量
次
第
す
こ
ぶ
る
高
禄
を
得
た
が
た

め
に
、
差
引
残
り
は
ま
だ
な
か
な
か
多
く
、
何
ほ
ど
抱
え
て
も
江
戸
・
大
阪
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に
集
っ
て
来
る
無
足
の
輩
が
は
な
は
だ
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
あ
る

い
は
大
阪
陣
に
加
わ
り
、
あ
る
い
は
島
原
の
役
に
加
担
し
、
あ
る
い
は
由ゆ
比い

戸
次
べ
つ
き
の
謀
叛
に
与くみ
し
て
、
た
い
て
い
片
付
い
て
は
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
こ

れ
ば
か
り
で
は
決
し
て
尽
き
た
と
は
い
わ
れ
ぬ
の
で
、
諸
国
に
は
ま
だ
若
干

の
食
禄
を
持
っ
て
、
別
に 

主  

取 

し
ゅ
う
ど

り
も
せ
ず
従
来
の
本
領
に 

蟄  

伏 

ち
っ
ぷ
く

し
て
い

る
武
士
の
数
が
、
や
は
り
浪
人
の
数
く
ら
い
、
事
に
よ
る
と
そ
れ
よ
り
も
多

く
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
輩
を
名
づ
け
て
国
侍
・  

地    

侍  

じ
ざ
む
ら
い

ま
た
は
郷
士
ご
う
し

と
称
え
て
い
る
。
地
侍
の
鎮
撫
ち
ん
ぶ
策
は
、
新
た
な
る  

国  

持  

衆  

く
に
も
ち
し
ゅ
う

の
最
も
取
扱

い
に
困
難
し
た
る
問
題
で
あ
る
。
彼
等
は
土
民
と
の
間
に
数
世
の
縁
故
が
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
風
土
交
通
の
事
情
に
明
る
く
、
多
く
は
山
の
奥
、
谷
の
陰

を
根
拠
と
し
て
、
公
然
と
攻
め
に
行
け
ば
家
族
を
携
え
て
山
中
に
隠
れ
、
敵
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が
去
れ
ば
ま
た
出
て
来
て
住
む
。
よ
く
よ
く
お
と
な
し
い
も
の
で
も
何
の
か

の
と
故
障
を
申
し
立
て
て
、
新
た
に
年
貢
を
払
う
ま
い
と
す
る
。
土
佐
の
長ち

 

曾 

我 
部 

ょ
う
そ
か
べ

と
か
、
備
前
の
宇う
喜き
多た
と
か
い
う
、
徳
川
家
に
弓
を
引
い
て
断
絶

し
た
家
々
の
部
下
で
、
新
領
主
を
苦
し
め
た
の
は
こ
れ
ら
地
侍
・
郷
士
の
輩

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
諸
侯
の
対
地
侍
策

　
諸
侯
の
対
地
侍
策
に
も
剛
柔
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
無
二
無
三

む
に
む
さ
ん

に
攻
め
つ

ぶ
し
、
あ
る
い
は
攻
め
が
た
い
も
の
は
欺
い
て
連
れ
出
し
て
縛
り
首
を
打
っ

た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て
容
易
な
事
業
で
な
い
か
ら
し
て
、
多
く
の
場
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合
に
は
幸
い
新
た
に
召
抱
え
の
必
要
も
あ
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
以
前
の
通

り
刀
が
さ
し
て
お
り
た
け
れ
ば
出
て
来
て
奉
公
を
せ
よ
、
も
し
ま
た
奉
公
が

厭いや
な
ら
普
通
の
長おさ
百
姓
の
通
り
に
年
貢
を
納
め
よ
と
、
二
つ
の
方
法
を
選
択

さ
せ
た
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
地
侍
の
態
度
は
た
い
て
い
一
様
で
あ
っ
た
。

祖
先
伝
来
の  
鎗    
刀  

や
り
が
た
な

が
捨
て
た
く
な
さ
に
、
兄
弟
ま
た
は
親
子
の
一
人
は

出
て
仕
え
た
。
ま
た
本
領
の
土
地
を
捨
て
る
が
悲
し
さ
に
、
他
の
一
人
は
止

ま
っ
て
農
と
な
り
、
そ
の 
末  
裔 
ま
つ
え
い

は
多
く
名
主
ま
た
は
庄
屋
と
な
っ
た
。
後

年
諸
侯
が
貧
乏
を
し
て
、
田
舎
の
豪
農
か
ら
献
金
な
ど
を
さ
せ
、
そ
の
賞
与

と
し
て
ほ
か
に
や
る
も
の
も
な
い
か
ら
、
名
字
を
名
乗
る
こ
と
を
許
し
、
あ

る
い
は
刀
を
さ
す
こ
と
を
許
し
た
の
で
、
人
民
の
方
で
非
常
に
嬉うれ
し
が
っ
た

の
は
深
い
仔
細
し
さ
い
の
あ
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
二
字
帯
刀
御
免
の
制
度
は
、
地
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方
の
旧
家
を
し
て
久
し
く
失
っ
て
お
っ
た
地
侍
の
旧
特
権
を
、
回
復
さ
せ
た

の
だ
か
ら
嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
名
字
と
地
名
と
の
関
係
断
絶
の
理
由

　
三
百
諸
侯
の
中
に
は
、
三
百
年
の
間
同
じ
領
地
を
保
っ
て
お
っ
た
家
も
な

い
で
は
な
い
が
、
そ
の
大
半
は
三
度
も
五
度
も
国
替
・
城
替
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
最
初
の
領
地
か
ら
出
で
て
仕
え
た
る
地
侍
の
一
族
は
、

主
人
に
随
っ
て
東
西
南
北
に
移
住
し
て
歩
い
た
。

　
前
田
家
は
永
く
そ
の
領
地
を
替
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
藩
士
の
名

字
を
見
る
と
、
加
賀
・
能
登
・
越
中
の
地
名
を
帯
び
て
い
る
も
の
も
も
ち
ろ
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ん
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
に
も
あ
る
い
は
越
前
在
府
の
時
に
召
し
抱
え

ら
れ
て
越
前
の
村
の
名
を
名
字
と
し
て
い
る
者
、
さ
ら
に
尾
州
荒
子
あ
ら
こ
の
時
代

か
ら
仕
え
て
お
っ
た
奥
村
家
の
よ
う
な
移
住
者
も
あ
る
。
い
わ
ん
や
奥
州
の

棚
倉
な
ど
い
う
よ
う
な
所
へ
、
懲
戒
的
に
国
替
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
中
大
名

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
藩
士
の
漂
泊
生
活
と
い
う
も
の
は
、
明
治
の
今
日
の
軍

人
や
裁
判
官
も 

三  
舎 

さ
ん
し
ゃ

を
避
け
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
至
っ
て
か
名

字
と
土
地
と
の
関
係
は
全
然
断
絶
し
て
し
ま
っ
て
、
つ
い
に
現
代
の
ご
と
く

数
十
人
の
太
郎
次
郎
を
区
別
す
る
、
符
号
の
ご
と
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
彼
等
自
身
に
お
い
て
は
多
く
の
場
合
、  

生    

国  

し
ょ
う
ご
く

を
忘
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
徳
川
末
期
の
『
武
鑑
』
を
見
て
も
、
江
戸
の
旗
本
の
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名
の
下
に
生
国
三
河
と
書
い
て
あ
る
と
同
じ
く
、
彼
等
は
決
し
て
そ
の
本
国

を
忘
却
し
な
か
っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
数
代
以
前
に
別
れ
て
来
た
郷
里
の

本
家
と
は
、
き
わ
め
て
血
の
薄
く
な
る
ま
で
音
信
を
絶
た
ず
、
よ
く
よ
く
双

方
い
ず
れ
か
が
零
落
を
せ
ぬ
限
り
は
、
名
字
の
地
ま
た
は
奉
公
先
を
互
い
に

記
憶
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
二
字
免
許
の
制
度
の
由
来

　
村
々
の
農
夫
の
歴
史
は
文
字
に
伝
わ
っ
て
お
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
存
外
続
い

て
久
し
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
彼
等
は
戦
乱
に
追
わ
れ
、
ま
た
は
天
災
に

遭
遇
し
て
も
、
真
っ
先
に
居
村
に
引
き
返
し
て
荒
地
を
再
墾
す
る
こ
と
を
勤
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め
た
ら
し
い
。
今
日
の
新
村
と
い
う
の
は
、
よ
く
よ
く
以
前
か
ら
人
の
耕
さ

な
か
っ
た
土
地
に
外
部
か
ら
移
住
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
武
家

の
方
は
数
回
の
大
移
住
の
た
め
に
よ
ほ
ど
の
混
乱
を
生
じ
、
少
な
く
と
も
客

観
的
に
は
そ
の
家
号
の
由
来
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
旧
幕
時
代

は
普
通
の
土
民
は
、
公
け
に
在
名
を
称
す
る
事
を
禁
ぜ
ら
れ
た
。
二
字
と
い

う
こ
と
は
中
世
で
は
名
乗
を
意
味
し
た
。
武
士
が
あ
る
大
家
の
家
人
と
な
れ

ば
、 

名  

簿 

み
ょ
う
ぶ

に
二
字
を
書
し
て
こ
れ
を
主
人
に
呈
し
、
実
名
を
諱い
ま
ず
に
呼

ん
で
下
さ
い
と
い
う
儀
式
を
行
っ
た
。
こ
の
制
度
が
廃
れ
て
か
ら
、
公
け
に

家
号
を
名
乗
る
こ
と
を
二
字
の
免
許
と
称
し
た
。
村
々
に
は
長
百
姓
と
小
百

姓
、
も
し
く
は
地
主
と
門
男
と
の
二
階
級
が
あ
っ
て
、
後
者
は
武
家
の
特
権

に
対
し
て
も
、
ま
た
は
旧
家
門
閥
の
威
厳
を
維
持
す
る
上
か
ら
も
、
絶
対
に
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家
号
を
唱
う
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
し
か
も
そ
の
多
く
の
も
の
は
疾と
く
の
昔

に
家
号
を
忘
却
し
、
ま
た
は
最
初
か
ら
家
号
が
な
く
し
て
、
十
数
代
も
何
村

何
兵
衛
で
通
っ
て
お
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
一
村
こ
と
ご
と
く
魚
の
名
を
家
号
に
し
た
伊

予
の
漁
村

　
明
治
の
初
年
に
在
名
の
禁
が
解
か
れ
て
、
次
い
で
戸
籍
に
い
わ
ゆ
る
姓
氏

を
録
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
時
に
、
村
々
の
役
場
で
は
そ
れ
は

そ
れ
は
大
騒
動
で
あ
っ
た
。
数
百
戸
の
無
家
号
の
人
が
と
に
か
く
何
か
名
字

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
家
の
零
落
し
た
も
の
ま
た
は

82名字の話



本
家
の
明
白
な
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
私
に
は
こ
れ
を
用
い
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
し
て
面
倒
は
な
か
っ
た
が
、
親
代
々
の
小
百
姓
は
皆
困
っ
た
。
多
く

は
譜
代
の
関
係
を
辿たど
っ
て
出
入
り
の
家
か
ら
名
字
を
貰
っ
た
。
ま
た
は
相
手

方
の
故
障
を
言
わ
ぬ
限
り
そ
の
近
村
で
聞
え
た
名
字
を
名
乗
っ
た
。
し
か
し

そ
ん
な
考
え
も
な
い
も
の
は
役
場
の
吏
員
が
付
け
て
や
っ
た
。
あ
る
い
は
家

の
前
に
松
の
木
が
あ
る
か
ら
松
下
と
付
け
ろ
と
か
、
山
の
入
口
に
あ
る
か
ら

谷
口
と
名
乗
れ
と
か
、
中
に
は  

頓    

狂  
と
ん
き
ょ
う

な
村
役
人
な
ど
が
あ
っ
て
、
伊
予

の
海
岸
の
漁
村
な
ど
で
は
家
々
が
魚
の
名
を
付
け
た
。
そ
の
隣
村
で
は
野
菜

の
名
を
名
乗
に
し
た
と
か
い
う
例
が
い
く
ら
も
あ
っ
た
。
魚
や
野
菜
な
ら
ば

珍
し
い
か
ら
紛
れ
も
せ
ぬ
が
、
松
下
と
か
谷
口
と
か
い
う
類
に
至
っ
て
は
、

実
際
昔
松
下
村
の
地
頭
で
あ
り
、
谷
口
村
の
名
主
で
あ
っ
た
家
と
、
人
か
ら
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区
別
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
ま
た
第
三
次
の
大
混
乱
を
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
東
京
の
ご
と
き
大
都
会
に
お
い
て
は
、
た
い
て
い
珍
し
い
と
思
う
名

字
が
諸
国
か
ら
集
っ
て
ほ
と
ん
と
区
別
も
で
き
ぬ
か
ら
、
名
字
は
以
前
に
比

べ
て
生
活
上
の
意
味
が
薄
く
な
り
、
こ
れ
に
伴
な
っ
て
各
人
の
頭
に
、
家
と

い
う
思
想
が
だ
ん
だ
ん
微
弱
に
な
っ
て
行
く
の
は
、
実
に
是
非
も
な
き
成
行

き
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
家
号
の
由
来
を
調
査
す
る
の
必
要

　
支
那
で
は
古
く
か
ら
『
万
姓
統
譜
』
な
ど
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、
こ
れ
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に
よ
れ
ば
家
々
の
歴
史
も
わ
か
り
、
間
接
に
は
数
千
年
来
の
国
内
植
民
の
趨す

   
勢 

う
せ
い
も
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
不
幸
な
る
こ
と
に
は
わ
が
邦
に
は

こ
の
種
の
書
籍
も
な
く
、
し
か
も
た
び
た
び
の
混
乱
を
経
た
今
日
と
な
っ
て

は
、
将
来
こ
れ
を
作
製
す
べ
き
希
望
も
は
な
は
だ
乏
し
い
の
で
あ
る
。
せ
め

て
も
の
希
望
と
し
て
、
た
と
い
明
治
に
な
っ
て
家
号
を
付
け
た
家
々
ま
で
、

そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
で
も
、
せ
め
て
は
地
方
地
方

の
旧
族
名
門
、
及
び
い
わ
ゆ
る
士
族
と
い
う
階
級
だ
け
は
、
多
少
の
辛
苦
を

す
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
今
の
中うち
に
そ
の
家
号
の
索
引
を
拵
こ
し
らえ

て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
材
料
と
し
て
は
、
地
方
地
方
の
風
土
誌
の
類
に
も
旧
家
の
記
事
が
あ

る
し
、
ま
た
武
家
の
方
で
は
徳
川
幕
府
で
作
っ
た
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
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類
、
各
藩
で
は
家
々
か
ら
提
出
し
た
勤
め
書
の
類
を
合
わ
せ
れ
ば
、
過
半
の

材
料
は
容
易
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
書
物
さ
え
あ
れ
ば
、
た
と

い
士
族
で
な
く
豪
農
で
な
い
家
で
も
、
自
分
の
家
と
同
じ
家
号
の
中
か
ら
、

自
然
に
家
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
の
証
拠
の
な

い
限
り
は
、
自
分
の
居
住
地
に
最
も
近
き
同
家
号
の
家
を
も
っ
て
、
そ
の
本

家
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
本
家
の
歴
史
が
わ
か
れ
ば
、
自
分

等
の
血
統
上
祖
先
と
そ
の
地
方
、
な
い
し
旧
領
主
と
の
関
係
も
わ
か
り
、
延ひ

い
て
は
一
国
の
歴
史
と
の
交
渉
点
も
見
出
さ
る
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
将
来
の

青
年
に
対
す
る
訓
育
的
の
効
果
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
床
次
と
い
う
名
字
の
由
来
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簡
略
な
が
ら
名
字
の
本
論
は
こ
れ
で
終
っ
た
。
こ
の
つ
い
で
の
お  

愛    

あ
い
き
ょ

嬌  う
に
二
つ
三
つ
我
々
の
知
っ
て
い
る
珍
し
い
名
字
の
お
話
を
し
て
み
よ
う
。

　
新
内
務
次
官
の
名
字
は
何
だ
か
「
ト
コ
ツ
グ
」
と
読
め
そ
う
で
、
人
は
珍

し
い
名
字
と
考
え
て
い
る
が
、
あ
の
地
名
は
同
君
の
郷
里
の
方
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。
「
ト
コ
ナ
ミ
」
と
い
う
地
名
は
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
。

東
の
方
に
来
る
に
従
っ
て
あ
る
い
は
「
床
波
」
と
書
し
、
ま
た
は
「
床
鍋
」

「
床
辺
」
「
常
滑
」
な
ど
と
も
書
い
て
い
る
。
古
い
語
で
『
万
葉
』
の
歌
な

ど
に
も
す
で
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
あ
る
い
は
川
の
流
れ
の
事
で

あ
る
な
ど
と
い
っ
て
は
な
は
だ
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
信
ず
る
と

こ
ろ
で
は
、
「
ト
コ
ナ
ミ
」
の
「
ナ
ミ
」
は
次
の
字
が
表
す
る
ご
と
く
並
列
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の
義
で
あ
っ
て
、
「
ト
コ
」
は
祭
壇
す
な
わ
ち
岩
の
こ
と
で
あ
る
。
上
古
岩

を
道
路
の
側
も
し
く
は 

邑  

落 

ゆ
う
ら
く

の
境
に
立
て
、
あ
る
い
は
天
然
の
岩
を
利
用

し
て
地
鎮
じ
ち
ん
の
祭
を
し
た
。
そ
の
祭
壇
を
名
づ
け
て
「
ク
ラ
」
ま
た
は
「
ト
コ
」

と
い
う
た
の
で
あ
る
。
こ
の
岩
石
は
多
く
の
場
合
に
は
二
つ
で
あ
っ
た
。
箱

根
そ
の
他
国
境
に
二
子
ふ
た
ご
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
ま
た
は
村
境
に
二
子
塚
と
い

う
塚
の
あ
る
の
も
同
一
の
理
由
で
、
最
初
は
こ
れ
を
祭
壇
に
供
し
、
後
に
は

岩
石
そ
れ
自
身
を
神
と
し
て
崇
拝
し
た
。
石
の
並
列
は
二
つ
以
上
十
数
箇
も

並
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
「
ト
コ
ナ
ミ
」
で
あ
る
。
播
磨
は
り
ま

の
加
西
か
さ
い
郡
に
は
鎮
岩
と
書
い
て
、
「
ト
コ
ナ
ベ
」
と
呼
ぶ
村
が
あ
る
。
こ
れ

ら
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
床
次
さ
ん
の
祖
先
の
住
ま
れ
た
土
地
は
、
あ
る
一
の

平
原
の
境
に
接
し
た
新
開
地
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
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石
黒
と
い
う
名
字
の
意
味

　
次
に
自
分
の
友
人
の
石
黒
君
は
越
後
の
人
で
あ
る
が
、
越
後
の
石
黒
は
す

べ
て
越
中
の
礪
波
と
な
み
郡
の
石
黒
の
荘
か
ら
出
た
家
で
、
越
中
の
石
黒
家
は
『
源

平
盛
衰
記
』
の
頃
か
ら
す
で
に
名
の
聞
え
た
名
族
で
あ
る
。
そ
う
し
て
石
黒

の
黒
は
、
日
本
語
と
し
て
は
漢
字
通
り
に
と
う
て
い
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
そ
の
後
注
意
し
て
見
れ
ば
備
前
・
備
中
辺
で
は
塚
の
事
を
「
ク
ロ
」
と

い
っ
て
、
畔
の
字
も
使
わ
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、
多
く
の
場
合
に
は
𡉕
と
い
う

字
を
宛
て
い
る
。
こ
の
土
扁
に
丸
の
字
は
理
窟
か
ら
拵
こ
し
らえ
た
和
製
の
字
で
、

「
ク
ロ
」
と
い
う
も
の
が
丸
き
土
す
な
わ
ち
塚
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
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あ
る
。
同
じ
例
は
米
扁
に
丸
の
字
を
書
い
て
団
子
だ
ん
ご
と
呼
ば
せ
る
地
名
が
あ
る
。

岡
山
県
に
は
石
𡉕
と
い
う
地
名
が
い
く
ら
も
あ
り
、
ま
た
近
頃
自
分
の
旅
行

し
た
備
前
大
野
郡
の
山
中
で
は
、
土
塀
ま
た
は
石
垣
の
こ
と
を
「
ツ
カ
グ
ロ
」

と
い
っ
て
い
る
。
「
ツ
カ
」
は
築
く
と
い
う
語
か
ら
起
っ
た
語
で
あ
る
。
田

の
周
囲
を
田
の
「
ク
ロ
」
と
い
い
、
屋
敷
の
土
居
を
壟
と
書
い
て
グ
ロ
と
読

む
例
な
ど
を
思
い
合
せ
る
と
、
越
中
の
石
黒
も
ま
た
床
次
と
同
じ
で
、
境
に

石
塚
を
築
い
て
地
鎮
の
祭
を
し
た
遺
風
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
良
い
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
十
時
と
い
う
名
字
の
由
来
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ま
た
自
分
の
友
人
で
十
時
と
と
き
君
と
い
う
人
が
あ
る
。
こ
れ
は
立
花
伯
家
の
重

臣
で
戦
国
以
来
武
名
の
轟
い
た
名
家
で
あ
る
。
こ
の
家
号
も
文
字
か
ら
は
意

味
を
解
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
自
分
の
判
断
で
は
十
時
の
「
ト
キ
」
は
戸

木
す
な
わ
ち
門
木
の
義
で
、
境
の
入
口
に
神
を
祭
る
神
木
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。
諸
国
に
女
夫
め
お
と
石
が
あ
れ
ば
女
夫
木
が
あ
り
、
子
持
石
が
あ
れ
ば
子

持
木
が
あ
る
ご
と
く
、
石
の
代
り
に
天
然
の
樹
木
を
用
い
る
こ
と
は
き
わ
め

て
普
通
の
例
で
あ
る
。
し
こ
う
し
て
「
ト
ト
キ
」
の
「
ト
」
は
「
遠
」
の
義

で
、
「
遠
戸
木
」
は
ま
た
「
近
戸
木
」
に
対
す
る
語
で
あ
る
。
遠
戸
と
近
戸

は
近
世
の
語
で
い
え
ば
大
手
と 

搦  
手 

か
ら
め
て

で
あ
っ
て
、
関
東
地
方
で
は
遠
戸
神

・
近
戸
神
と
い
う
神
様
が
無
数
に
あ
る
。
奥
羽
の
方
へ
行
け
ば
近
戸
森
、
遠

戸
森
と
変
形
す
る
。
伯
爵
藤
堂
家
は
近
江
か
ら
出
た
家
で
あ
る
が
、
こ
の
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「
ト
ウ
ド
」
も
ま
た
遠
戸
神
の
祭
場
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
見
れ

ば
、
わ
が
尊
敬
す
る
十
時
さ
ん
は
、
そ
の
御
先
祖
が
や
は
り
床
次
さ
ん
と
同

じ
く
、
あ
る
荘
園
の
境
端
外
来
の
悪
神
を
防
ぐ
に
必
要
な
る
地
点
に
、
守
備

兵
か
た
が
た
開
墾
を
始
め
ら
れ
た
家
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
木
越
家
の
名
字
の
由
来

　
私
の
親
戚
に
金
沢
人
の
木
越
と
い
う
家
が
あ
る
。
こ
れ
は
越
前
の
斎
藤
家

か
ら
出
た
有
名
な
る
富
樫
と
が
し
家
の
庶
族
で
あ
る
ら
し
く
、
加
賀
の
河
北
郡
の
木

越
村
に
住
ん
で
お
っ
た
か
ら
家
号
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
塚
の
越こし
・

 

境  

木 

さ
か
い
ぎ

峠
・
道 

祖 

神 

峠 

さ
え
の
か
み
た
わ

・
榎
木
え
の
き
峠
の
例
と
同
じ
く
、
越
す
な
わ
ち
境
に
植
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え
た
霊
木
の
所
在
を
意
味
す
る
地
名
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
四
家
は
た
と
い

相
互
に
何
の
縁
故
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
祖
先
の
居
住
地
が
東
西
南
北
ほ

ぼ
事
情
を
一
様
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
地
名
の
意
味
に

ま
で
立
ち
入
っ
て
家
号
の
由
来
を
吟
味
す
る
と
、
ま
だ
な
か
な
か
面
白
い
話

が
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
「
斯
民
家
庭
」
明
治
四
十
四
年
七
月
・
九
月
　
十
一
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
柳
田
國
男
全
集20

」
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房

　
　
　1990
（
平
成2

）
年7

月31

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
定
本
柳
田
國
男
集
　
第
二
十
巻
」
筑
摩
書
房

　
　
　1962

（
昭
和37
）
年8

月25

日
発
行

初
出
：
「
斯
民
家
庭
　
第
二
編
第
七
号
、
第
九
号
、
第
一
〇
号
、
第
一
一
号
」

報
徳
会

　
　
　1911

（
明
治44

）
年7

月1
日
、9
月1

日
、10

月1

日
、11

月1

日

※
「
合
わ
せ
」
と
「
合
せ
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

入
力
：
フ
ク
ポ
ー
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校
正
：
砂
場
清
隆

2018
年7

月27

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/
）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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