
は
じ
め
に

一
般
に
甲
類
・
乙
類
・
丙
類
・
丁
類
の
四
種
に
大
別
さ
れ
る
『
太

（
�
）

平
記
』
諸
本
の
中
で
も
、
天
正
本
に
代
表
さ
れ
る
丙
類
本
は
特
色
あ

る
本
文
を
持
つ
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。『
太
平
記
』
諸
本
の
研
究

は
近
年
急
速
に
進
展
し
て
お
り
、
天
正
本
を
め
ぐ
っ
て
も
そ
の
独
自

の
本
文
改
編
の
意
味
や
、
そ
う
し
た
改
編
を
促
し
た
力
を
明
ら
か
に

（
�
）

し
よ
う
と
す
る
試
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
れ
ま
で

真
言
に
関
わ
る
記
述
や
、
引
用
説
話
に
お
け
る
独
自
増
補
の
傾
向
に

（
�
）

着
眼
し
、
該
本
の
特
質
を
探
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
従
来
あ
ま
り

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
足
利
直
冬
の
人
物
形
象
に
関

わ
る
本
文
改
編
を
端
緒
と
し
て
、
天
正
本
が
見
せ
る
関
心
の
一
端
を

解
明
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一
『
太
平
記
』
に
お
け
る
足
利
直
冬

ま
ず
は
、『
太
平
記
』
に
お
け
る
直
冬
の
姿
を
、
甲
類
に
属
す
る

神
宮
徴
古
館
本
に
基
づ
き
概
観
し
て
い
こ
う
。
瀬
野
精
一
郎
氏
の
調

査
に
よ
る
と
、『
太
平
記
』
で
直
冬
が
登
場
す
る
箇
所
は
、
約
六
十

（
�
）

箇
所
に
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
直
冬
の
言
動
や
直
冬
に
対
す
る
評
価
が

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
章
段
を
巻
ご
と
に
掲
出
す
る
。

①
巻
二
十
七
「
直
冬
朝
臣
西
国
下
向
事
」・「
左
馬
頭
欲
誅
師
直

事
」・「
師
直
師
泰
奉
囲
将
軍
事
」

②
巻
二
十
八
「
少
弐
奉
取
直
冬
於
聟
事
」・「
三
角
入
道
謀
叛
事
」

・「
直
冬
朝
臣
蜂
起
事
付
将
軍
進
発
事
」

③
巻
三
十
二
「
南
帝
直
冬
合
躰
事
付
梵
漢
物
語
事
」・「
直
朝
臣
冬

上
洛
の
事
付
鬼
切
鬼
丸
事
」・「
神
南
合
戦
事
」・

天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
刑
罰

│
│
足
利
直
冬
の
形
象
を
端
緒
と
し
て
│
│

大

坪

亮

介
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「
京
合
戦
事
付
八
幡
御
詫
宣
事
」

④
巻
三
十
七
「
可
立
大
将
事
付
義
帝
立
将
事
」

⑤
巻
三
十
八
「
宮
方
蜂
起
事
付
桃
井
没
落
事
」

ま
ず
①
、
巻
二
十
七
の
一
連
の
章
段
で
は
、
足
利
尊
氏
の
執
事
高
師

直
と
尊
氏
の
弟
直
義
と
の
対
立
が
描
か
れ
る
。
直
冬
が
初
め
て
登
場

す
る
の
は
「
直
冬
朝
臣
西
国
下
向
事
」
で
、
直
義
の
保
護
下
に
置
か

れ
て
い
た
直
冬
が
西
国
探
題
に
任
命
さ
れ
る
。

先
西
国
静
謐
の
為
と
て
、
将
軍
嫡
男
宮
内
大
輔
直
冬
を
備
前
国

え
下
さ
る
。
抑
此
直
冬
と
申
は
、
古
へ
将
軍
（
筆
者
注
、
尊

氏
）
の
忍
て
一
夜
通
給
た
り
し
越
前
殿
と
申
女
房
の
腹
に
出
来

た
り
し
人
と
て
、
始
は
武
蔵
国
東
勝
寺
の
喝
食
な
り
し
を
、
男

に
な
し
て
京
え
奉
レ

上
せ
し
人
な
り
。
此
由
内
々
申
入
る
人
有

し
か
ど
も
、
将
軍
曾
て
許
容
し
給
は
ざ
り
し
か
ば
、
独
清
軒
玄

恵
法
印
が
許
に
文
学
し
て
、
幽
な
る
躰
に
て
ぞ
栖
侘
た
ま
ひ
け

る
。
器
要
事
柄
其
躰
に
見
へ
給
ひ
け
れ
ば
、
玄
恵
法
印
事
の
次

を
得
て
、
左
馬
頭
（
筆
者
注
、
直
義
）
に
角
と
語
り
申
た
り
け

る
に
、「
さ
ら
ば
其
人
是
え
具
足
し
て
御
渡
候
へ
。
事
の
躰
を

能
々
試
て
、
実
も
と
思
ふ
所
あ
ら
ば
、
将
軍
え
も
申
達
べ
し
と

て
、
始
て
直
冬
を
左
馬
頭
の
方
え
ぞ
招
引
せ
ら
れ
け
る
。
是
に

て
一
、
二
年
を
過
る
ま
で
将
軍
許
容
の
儀
無
か
り
け
る
を
、
紀

伊
国
の
宮
方
共
蜂
起
し
て
難
儀
に
及
け
る
時
、
将
軍
始
て
父
子

の
号
を
ゆ
る
さ
れ
、
右
兵
衛
佐
に
転
任
し
て
、
此
直
冬
を
討
手

の
大
将
に
ぞ
被
レ

遣
け
る
。
其
後
紀
州
且
く
静
謐
の
躰
に
て
、

直
冬
帰
参
せ
ら
れ
て
よ
り
後
は
、
早
人
々
こ
れ
を
重
じ
た
て
ま

つ
る
儀
も
出
来
け
り
。
時
々
将
軍
の
御
方
え
も
出
仕
し
給
し
か

ど
も
、
尚
座
席
等
は
仁
木
・
細
川
の
人
々
と
同
烈
に
て
、
其
迄

の
賞
翫
は
無
か
り
き
。
然
る
を
今
左
馬
頭
の
計
と
し
て
、
西
国

の
探
題
に
成
給
ひ
け
れ
ば
、
何
し
か
人
々
み
な
帰
服
し
た
て
ま

つ
り
て
、
付
随
ふ
者
多
か
り
け
り
。
備
後
の
鞆
に
坐
し
た
ま
ひ

て
、
中
国
の
成
敗
を
つ
か
さ
ど
る
に
、
忠
あ
る
者
に
は
不
レ

望

に
賞
を
た
ま
わ
り
、
咎
あ
る
者
は
不
レ

罰
に
境
を
去
し
か
ば
、

是
よ
り
多
年
非
を
か
ざ
り
て
上
を
犯
し
つ
る
師
直
・
師
泰
が
悪

行
、
弥
隠
も
無
か
り
け
り
。

直
冬
は
尊
氏
の
嫡
男
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
母
の
身
分
が
低

か
っ
た
た
め
父
に
認
知
さ
れ
ず
、
玄
恵
法
印
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て

い
た
。
そ
の
器
量
を
見
抜
い
た
玄
恵
の
仲
介
に
よ
っ
て
、
直
冬
は
直

義
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
直
冬
は
紀
伊
国
で
戦
功
を
あ

げ
、
よ
う
や
く
父
尊
氏
や
諸
将
に
も
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
た
。
西

国
探
題
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
も
力
量
を
発
揮
し
、
諸
将
は
み
な
直
冬

に
付
き
従
っ
た
と
い
う
。
右
の
初
登
場
箇
所
に
お
い
て
、
直
冬
は
不
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遇
な
生
い
た
ち
な
が
ら
将
器
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
適
切
な
賞
罰
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
師
直

・
師
泰
と
の
対
比
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。そ

の
後
、
直
冬
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
直
義
は
、
高
師
直
・
師
泰
と

の
対
立
に
敗
れ
て
失
脚
し
た
。
直
冬
は
西
国
か
ら
上
洛
を
試
み
る
が

失
敗
、
九
州
へ
と
逃
れ
て
い
く
。
巻
二
十
八
の
②
の
箇
所
を
見
る

と
、
直
冬
は
「
少
弐
奉
取
直
冬
於
聟
事
」
で
少
弐
頼
尚
の
婿
と
な

り
、
さ
ら
に
父
尊
氏
に
よ
る
討
伐
対
象
に
な
っ
た
と
あ
る
。

し
か
し
、
直
義
が
尊
氏
と
の
抗
争
（
観
応
の
擾
乱
）
に
敗
れ
て
死

去
す
る
と
、
九
州
に
お
け
る
直
冬
の
優
位
も
揺
ら
ぎ
始
め
、
直
冬
は

九
州
か
ら
中
国
地
方
に
拠
点
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
③
に

当
た
る
巻
三
十
二
の
一
連
の
章
段
に
お
い
て
は
、
南
朝
に
降
っ
た
直

冬
が
京
都
を
攻
略
し
た
の
も
束
の
間
、
尊
氏
軍
と
の
攻
防
の
末
に
京

都
を
退
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
京
合
戦
事
付
八
幡
御
詫
宣
事
」

で
は
、
八
幡
神
が
直
冬
に
次
の
よ
う
な
託
宣
を
下
し
た
と
さ
れ
る
。

右
兵
衛
佐
直
冬
、
国
々
の
大
将
相
共
に
、
東
寺
・
淀
・
鳥
羽
の

陣
を
ひ
ゐ
て
、
八
幡
・
住
吉
・
天
王
寺
・
堺
浦
え
ぞ
被
レ

落
け

る
。
斯
に
て
落
集
た
る
勢
を
見
れ
ば
、
先
年
奥
州
の
国
司
頭
家

卿
彼
レ

上
た
り
し
時
の
勢
に
、
幾
程
も
劣
ら
ず
。
伊
賀
・
伊
勢

・
和
泉
・
紀
伊
の
勢
共
も
尚
馳
集
べ
し
と
闘
し
か
ば
、
暫
く
此

勢
を
散
ら
さ
で
今
一
合
戦
有
べ
き
歟
と
、
諸
大
名
異
見
区
な
り

け
る
を
、
直
冬
朝
臣
、「
許
否
凡
慮
の
所
レ

及
に
あ
ら
ず
。
八
幡

の
御
宝
前
に
し
て
御
神
楽
を
奏
し
、
御
詫
宣
の
詞
に
つ
き
て
合

戦
の
吉
凶
を
可
レ

知
」
と
て
、
様
々
に
奏
幣
を
た
て
ま
つ
り
、

蘋
蘩
を
す
ゝ
め
て
、
則
ち
神
告
を
そ
被
レ

待
け
る
。
社
人
の
拍

す
鼓
の
声
、
妓
女
が
袖
ふ
る
鈴
の
音
、
更
行
く
月
に
神
閑
て
、

聞
く
人
信
心
を
か
た
む
け
り
。
託
宣
の
神
子
、
詞
巧
み
に
玉
を

は
き
て
様
々
の
事
を
申
け
る
が
、

た
ら
ち
ね
の
御
山
を
ま
も
る
神
な
れ
ば
此
手
向
を
ば
受
る

者
か
は

と
一
首
の
神
歌
を
廻
返
し
々
々
、
三
反
謳
て
其
後
御
神
令
レ

上

ら
給
に
け
り
。
諸
大
名
聞
レ

之
、
さ
て
は
此
右
兵
衛
佐
殿
を
大

将
に
て
将
軍
と
た
ゝ
か
は
む
事
は
、
向
後
も
不
レ

可
レ

叶
か
り
け

り
と
て
、
東
山
・
北
陸
の
勢
は
駒
に
む
ち
う
ち
て
馳
せ
帰
り
、

山
陰
・
西
海
の
兵
は
船
に
さ
ほ
さ
し
て
落
行
く
。

誠
に
征
伐
の
法
、
合
戦
は
士
卒
に
在
り
と
い
へ
ど
も
、
雌
雄

は
大
将
に
よ
る
者
な
り
。
さ
れ
ば
周
の
武
王
は
木
主
を
つ
く
り

て
殷
の
代
を
か
た
ぶ
け
、
漢
の
高
祖
は
義
帝
を
た
と
ひ
て
秦
の

代
を
ぼ
ろ
ぼ
せ
し
事
、
旧
記
の
所
載
誰
か
こ
れ
を
知
ざ
る
。
直
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冬
は
是
何
人
ぞ
や
。
子
を
大
将
と
し
て
父
を
せ
め
む
に
、
天
豈

許
す
こ
と
有
む
や
。
始
め
遊
和
軒
亭
叟
が
天
竺
・
震
旦
の
例
を

ひ
ゐ
て
、
今
度
の
軍
に
宮
方
勝
こ
と
を
得
が
た
し
と
、
眉
を
ひ

そ
め
て
申
し
も
、
実
に
理
り
な
り
け
り
と
、
今
こ
そ
思
知
ら
れ

け
れ
。

京
都
か
ら
い
っ
た
ん
退
却
し
た
直
冬
は
、
戦
い
を
続
け
る
べ
き
か
ど

う
か
八
幡
神
の
神
慮
を
問
う
。
す
る
と
歌
に
よ
る
託
宣
が
下
さ
れ
、

源
氏
の
守
護
神
で
あ
る
八
幡
神
す
ら
直
冬
を
見
放
し
た
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
諸
将
は
戦
意
を
喪
失
し
て
各
地
に
落
ち
て
い

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、『
太
平
記
』
は
直
冬
を
大
将
に
起
用
し
て

尊
氏
と
戦
わ
せ
る
南
朝
の
戦
略
を
批
判
し
て
い
る
。

直
冬
は
こ
の
あ
と
再
び
九
州
へ
下
り
、
さ
ら
に
九
州
か
ら
中
国
地

方
へ
と
転
身
、
南
朝
方
と
し
て
尊
氏
方
と
戦
い
続
け
る
こ
と
に
な

る
。
南
朝
は
直
冬
だ
け
で
な
く
、
幕
府
に
背
い
た
有
力
守
護
ら
を
た

び
た
び
戦
力
と
し
て
迎
え
入
れ
た
。
④
に
あ
た
る
巻
三
十
七
「
可
立

大
将
事
付
義
帝
立
将
事
」
で
は
、
南
朝
の
こ
う
し
た
例
が
列
挙
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
直
冬
の
名
も
含
ま
れ
て
い
る
。

彼
様
の
先
蹤
、
南
方
祗
候
の
諸
卿
誰
か
存
知
給
は
ざ
る
に
、
先

錦
小
路
右
兵
衛
入
道
恵
源
（
筆
者
注
、
直
義
）
に
大
将
の
号
を

さ
づ
け
て
、
兄
尊
氏
卿
を
討
せ
ん
と
し
給
し
も
叶
は
す
。
次
に

足
利
右
兵
衛
佐
直
冬
に
大
将
の
号
を
ゆ
る
し
て
、
父
大
納
言
を

亡
ん
と
し
給
し
も
成
ず
。
又
仁
木
越
後
守
義
長
に
亦
大
将
を
た

ま
は
り
て
、
代
々
の
武
名
を
令
レ

失
と
し
給
し
も
叶
は
ず
。
今

細
川
相
摸
守
清
氏
を
大
将
と
し
て
、
主
君
義
詮
朝
臣
を
令
亡
と

し
給
し
も
成
ず
。
是
只
其
理
に
当
ざ
る
大
将
を
た
て
ゝ
、
或
は

父
兄
の
道
を
た
が
へ
、
或
は
主
従
の
義
を
そ
む
く
故
、
天
の
譴

あ
る
に
非
や
。

南
朝
は
直
義
や
直
冬
と
い
っ
た
足
利
一
門
、
さ
ら
に
仁
木
義
長
や
細

川
清
氏
と
い
っ
た
、
幕
府
に
離
反
し
た
有
力
守
護
を
大
将
と
し
て
起

用
し
続
け
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
め
ぼ
し
い
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。『
太
平
記
』
は
、
こ
れ
が
父
兄
や
主
従
の
義
を
背

い
た
天
譴
に
よ
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
お
り
、
直
冬
を
父

子
の
道
に
背
く
者
と
し
て
い
る
。

最
後
の
⑤
、
巻
三
十
八
「
宮
方
蜂
起
事
付
桃
井
没
落
事
」
で
は
、

康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
六
月
、
石
見
国
で
直
冬
が
挙
兵
し
、
幕
府

方
の
宮
入
道
と
戦
闘
を
繰
り
広
げ
る
。

直
冬
朝
臣
、
宮
入
道
と
合
戦
を
す
る
事
其
数
を
し
ら
ず
。
然

而
、
直
冬
朝
臣
一
度
も
い
ま
だ
打
勝
給
た
る
事
無
か
り
け
れ

ば
、
云
応
な
し
と
思
ふ
者
や
為
た
り
け
ん
、
落
書
の
歌
を
札
に

か
き
て
道
巷
に
ぞ
立
た
り
け
る
。
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直
冬
は
何
な
る
神
の
罰
に
て
か
宮
に
は
さ
の
み
怖
て
に
ぐ

ら
ん

と
…
…
。

直
冬
は
宮
入
道
に
な
か
な
か
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
巷
に
は
落
書
が

立
て
か
け
ら
れ
た
。
直
冬
は
い
か
な
る
神
罰
ゆ
え
に
宮
を
恐
れ
て
逃

亡
す
る
の
か
、
と
い
う
内
容
で
、
宮
入
道
と
い
う
敵
の
名
に
か
け
て

直
冬
を
嘲
笑
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
落
書
が
実
在
の
も
の
か
ど
う

か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
直
冬
が
八
幡
神
の

庇
護
を
失
っ
た
と
す
る
④
の
記
述
が
、
こ
の
記
述
と
呼
応
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
直
冬
は
再
び
神
意
に
背
く
存
在

（
�
）

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、『
太
平
記
』
か
ら
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
太
平
記
』
に
お
け
る
直
冬
は
、
登
場

当
初
こ
そ
そ
の
将
器
が
称
賛
さ
れ
る
も
の
の
、
父
尊
氏
と
戦
う
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
転
し
て
厳
し
い
評
価
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
�
）
る
。
こ
う
し
た
直
冬
の
姿
は
、
お
お
む
ね
諸
本
で
異
な
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
し
か
し
、
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
天
正
本
を
中
心
と
す

る
丙
類
本
に
は
、
直
冬
の
形
象
に
つ
い
て
他
本
に
は
な
い
要
素
が
付

加
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

二

直
冬
に
関
す
る
天
正
本
独
自
増
補

天
正
本
に
は
人
物
形
象
に
関
す
る
独
自
の
本
文
改
変
も
多
い
。
足

利
将
軍
家
の
人
物
も
例
外
で
は
な
く
、
先
行
研
究
で
は
、
足
利
直
義

像
の
改
修
が
、「
純
粋
に
物
語
世
界
を
補
完
し
よ
う
と
し
た
」
も
の

（
�
）

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
同
じ
足
利
将
軍
家
で

も
、
直
冬
に
関
す
る
本
文
改
変
に
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
天
正
本
は
直
冬
に
も
興
味
深
い
独
自
の
本
文
改
変
を
施
し
て

い
る
。
ま
ず
は
巻
二
十
七
、
直
冬
が
初
め
て
登
場
し
、
高
師
直
と
対

比
さ
れ
て
描
か
れ
る
箇
所
か
ら
見
て
い
こ
う
。「
趙
高
大
臣
奢
り
の

事
」
で
は
、
妙
吉
侍
者
の
口
に
よ
っ
て
師
直
の
悪
行
が
語
ら
れ
る
。

ま
ず
は
神
宮
徴
古
館
本
当
該
箇
所
の
本
文
を
挙
げ
る
。

我
が
被
官
の
者
の
、
恩
賞
を
も
給
は
り
、
所
領
を
も
預
し
か

ば
、
彼
小
所
な
る
由
を
申
せ
ば
、（
筆
者
注
、
師
直
）「
何
を
か

小
所
と
歎
た
ま
ふ
。
其
近
辺
に
寺
社
本
所
の
所
領
あ
ら
ば
、
境

を
こ
し
て
知
行
せ
よ
か
し
」
と
下
知
す
（
以
下
、
師
直
が
武
士

の
押
領
を
見
逃
し
た
こ
と
と
、
天
皇
の
追
放
を
主
張
し
た
こ
と

が
語
ら
れ
る
）。

師
直
は
恩
賞
が
少
な
い
と
訴
え
る
被
官
に
対
し
て
寺
社
本
所
領
の
押

領
を
勧
め
た
と
い
う
。
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次
に
、
天
正
本
当
該
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

吾
（
筆
者
注
、
師
直
）
が
被
官
の
者
に
は
忠
な
き
に
賞
を
申
し

与
へ
、
正
し
く
御
教
書
の
下
る
を
も
、『
た
だ
押
へ
て
知
行
せ

よ
』
な
ど
申
し
候
ふ
こ
そ
、
主
を
軽
ん
じ
国
を
奪
へ
と
の
志
に

て
候
へ
。

両
者
と
も
に
師
直
が
押
領
を
勧
め
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か

し
、
天
正
本
で
は
、
師
直
が
忠
な
き
者
に
も
恩
賞
を
与
え
た
と
い

う
、
他
本
に
は
な
い
記
述
が
付
加
さ
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
よ

う
。
さ
ら
に
天
正
本
で
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
同
巻
「
直
冬
西
国
下
向

の
事
」
に
お
い
て
、
右
の
傍
線
部
に
対
応
す
る
文
言
が
見
え
る
。
直

冬
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
語
る
箇
所
で
あ
る
。

（
筆
者
注
、
直
冬
は
）
忠
あ
る
者
に
は
望
ま
ざ
る
に
賞
を
与
へ
、

咎
あ
る
者
を
ば
刑
を
宥
め
ら
れ
し
か
ば
、
何
し
か
人
皆
思
ひ
付

き
奉
る
。

二
つ
の
傍
線
部
か
ら
は
、
天
正
本
が
、
恩
賞
を
め
ぐ
る
姿
勢
を
め
ぐ

っ
て
、
直
冬
と
師
直
を
対
極
の
存
在
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
強
い
意

図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
右
に
波
線
部
で
示
し
た
箇
所
で
あ

る
。
天
正
本
で
は
、
直
冬
は
咎
の
あ
る
者
の
刑
罰
を
緩
め
た
と
さ
れ

る
。
実
は
こ
の
箇
所
も
天
正
本
と
他
本
と
で
は
異
な
る
記
述
と
な
っ

て
い
る
。
神
宮
徴
古
館
本
の
当
該
箇
所
を
挙
げ
よ
う
。

忠
あ
る
者
に
は
不
レ

望
に
賞
を
た
ま
わ
り
、
咎
あ
る
者
は
不
レ

罰

に
境
を
去
り
し
か
ば
、
是
よ
り
多
年
非
を
か
ざ
り
て
上
を
犯
し

つ
る
師
直
・
師
泰
が
悪
行
、
弥
隠
も
無
か
り
け
り
。

こ
の
よ
う
に
、
神
宮
徴
古
館
本
で
は
、
咎
の
あ
る
者
は
罰
せ
ら
れ
な

い
う
ち
に
立
ち
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
正
本
は
、「
忠
な
き
被

官
に
恩
賞
を
与
え
る
師
直
」
と
、「
忠
あ
る
者
に
進
ん
で
恩
賞
を
与

え
る
直
冬
」
と
い
う
構
図
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
師
直
と

直
冬
と
の
対
比
を
強
調
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
直
冬
が
「
刑
を

宥
め
」
た
と
い
う
、
他
本
に
は
な
い
評
価
も
付
け
加
え
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

天
正
本
の
独
自
増
補
に
は
、
歴
史
的
事
実
の
補
入
や
、
特
定
の
氏

族
に
対
す
る
称
賛
、
後
日
譚
の
追
加
と
い
っ
た
、
様
々
な
背
景
が
指

（
�
）

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
右
に
取
り
あ
げ
た
箇
所
は
、
一
見

す
る
と
天
正
本
が
直
冬
に
好
意
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
天
正
本
の
別
の
箇
所
で
は
、
直
冬
を
痛
烈
に
批
判
す
る

次
の
よ
う
な
独
自
増
補
も
確
認
で
き
る
。
巻
三
十
二
「
山
名
伊
豆
守

将
を
立
つ
る
事
」、
直
冬
が
京
都
攻
略
を
果
た
し
た
箇
所
で
あ
る
。
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さ
る
程
に
、
文
和
四
年
正
月
十
六
日
、
右
兵
衛
佐
直
冬
を
大
将

と
し
て
、
修
理
大
夫
高
経
・
桃
井
播
磨
守
直
常
三
千
余
騎
に
て

入
洛
あ
り
し
か
ば
、
大
内
の
旧
跡
、
大
極
殿
の
額
の
間
の
跡
に

布
皮
し
き
て
座
し
玉
ふ
。
鎧
・
弓
・
征
矢
を
ば
竜
崎
に
持
た
せ

ら
れ
、
我
が
身
は
黒
皮
の
腹
巻
に
夷
弓
持
ち
て
、
草
鞋
に
差
単

皮
を
着
か
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
見
物
の
童
部
、「
天
下
の
部
将
に

は
成
り
が
た
き
出
立
か
な
」
と
、
憚
る
と
こ
ろ
な
く
ぞ
申
し
け

る
。
さ
れ
ど
も
、
こ
の
直
冬
、
将
軍
に
は
正
し
き
長
男
な
が

ら
、
差
せ
る
事
も
な
く
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
こ
の
七
、
八
年
漂

泊
し
玉
ひ
つ
る
が
、
蟄
懐
一
時
に
開
け
て
、
今
天
下
の
武
士
に

仰
が
れ
玉
へ
ば
、
年
に
二
度
花
さ
く
樹
の
、
そ
の
根
枯
れ
ん
は

い
ま
だ
知
ら
ず
、
春
風
三
月
、
一
城
の
人
皆
狂
せ
る
に
異
な
ら

ず
と
思
は
ぬ
者
も
な
か
り
け
り
。

入
洛
し
た
直
冬
は
、
大
内
裏
の
旧
跡
、
大
極
殿
の
額
の
間
の
跡
に
敷

皮
を
敷
い
て
座
を
占
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
様
子
は
「
見
物
の
童

部
」
か
ら
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
直
冬
は
再
び
京
都
を
奪
還

さ
れ
て
西
国
へ
下
っ
て
い
く
。
右
の
増
補
は
、
直
冬
の
そ
の
後
の
運

命
を
暗
示
す
る
た
め
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天

正
本
は
一
貫
し
て
直
冬
に
好
意
的
で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
は
な
く
、

状
況
に
応
じ
て
称
揚
し
た
り
、
指
弾
し
た
り
す
る
独
自
の
増
補
を
施

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
本
文
改
変
の
あ
り
よ
う
は
、
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
、「
物
語
世
界
を
補
完
」
す
る
た
め
の
増
補
の
一
種
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
直
冬
に
関
す
る
独
自
増
補
の
性
格

は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
範
疇
に
収
ま
る
か
に

見
え
る
。

し
か
し
、
天
正
本
が
直
冬
に
対
し
て
特
に
好
意
的
で
は
な
い
と
す

れ
ば
、
直
冬
に
「
刑
を
宥
め
」
る
人
物
と
し
て
の
性
格
を
付
与
す
る

点
に
は
疑
問
が
残
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
天
正
本
で
は
、
直
冬
と

師
直
・
師
泰
と
の
対
比
が
両
者
の
恩
賞
を
め
ぐ
る
態
度
の
違
い
に
よ

っ
て
既
に
強
調
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
天
正
本
も
含
む
『
太
平

記
』
諸
本
は
、
師
直
を
傍
若
無
人
な
人
物
と
し
て
描
く
一
方
で
、
そ

の
寛
大
さ
を
示
す
挿
話
を
語
っ
て
も
い
る
。
高
師
直
・
師
泰
軍
が
楠

正
行
を
破
っ
た
四
條
畷
の
戦
い
に
お
い
て
、
窮
地
に
陥
っ
た
師
直
を

救
い
討
死
を
遂
げ
た
、
長
井
修
理
亮
と
い
う
武
士
に
ま
つ
わ
る
次
の

よ
う
な
話
で
あ
る
。
天
正
本
当
該
箇
所
（
巻
二
十
五
「
山
名
時
氏
住

吉
合
戦
の
事
」）
を
挙
げ
よ
う
。

長
井
我
が
陳
屋
に
帰
つ
て
物
具
す
べ
き
逗
留
も
な
け
れ
ば
、
師

直
の
着
替
へ
の
料
に
、
毛
沙
の
甲
を
二
領
直
さ
れ
た
り
け
る

を
、
長
井
走
り
寄
つ
て
、
唐
櫃
の
緒
を
引
き
切
り
、
冑
を
取
つ
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て
肩
に
投
げ
懸
け
け
る
を
、
師
直
の
若
党
冑
の
袖
を
ひ
か
へ

て
、「
如
何
な
る
御
事
候
ふ
ぞ
。
執
事
の
着
長
に
て
候
ふ
物
を
」

と
奪
ひ
留
め
け
る
を
、
師
直
こ
れ
を
屹
と
顧
み
て
、「
云
ひ
甲

斐
な
き
者
の
云
ひ
様
か
な
。
只
今
師
直
が
命
に
替
ら
ん
ず
る

人
々
に
、
何
な
る
冑
な
り
と
も
、
何
か
惜
し
か
る
べ
き
」
と
、

若
党
を
睨
ま
へ
て
恥
ぢ
し
め
け
れ
ば
、
長
井
冑
を
取
り
留
め
ら

れ
て
恥
に
及
び
つ
る
を
、
師
直
に
宥
め
ら
れ
、
誠
に
快
気
に
て

こ
の
芳
言
を
感
じ
つ
つ
、「
あ
に
命
を
惜
し
む
や
」
と
思
ひ
入

つ
た
る
そ
の
心
、
い
は
ね
ど
色
に
顕
れ
た
り
。
さ
れ
ば
、
事
の

義
を
知
ら
ず
、
冑
を
惜
し
み
し
若
党
は
、
軍
の
難
儀
な
る
を
見

て
、
一
番
に
落
ち
け
れ
ど
も
、
情
け
を
感
じ
け
る
長
井
は
、
師

直
の
命
に
替
り
つ
つ
、
討
死
し
け
る
ぞ
哀
れ
な
る
。

敵
襲
を
受
け
た
長
井
は
、
と
っ
さ
に
師
直
の
鎧
を
着
用
し
て
し
ま

う
。
こ
れ
を
咎
め
た
若
党
に
対
し
て
、
当
の
師
直
は
長
井
の
心
が
け

を
称
賛
し
て
科
を
宥
め
た
と
い
う
。
長
井
は
こ
の
恩
義
に
報
い
る
た

め
師
直
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
直
後
の
「
秦
の
繆
公
敵
の
囲
み
を
出
づ
る
事
」
で
は
、
こ

の
師
直
の
挿
話
の
先
例
と
し
て
、
秦
の
穆
公
が
自
分
の
乗
馬
を
食
べ

た
士
卒
を
許
し
た
と
い
う
説
話
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ

（
�
）

れ
る
の
は
、『
史
記
』「
秦
本
紀
」
を
源
泉
と
す
る
こ
の
説
話
が
、
次

の
よ
う
な
話
末
評
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
ば
古
も
今
も
、
大
将
た
ら
ん
人
は
、
皆
罪
を
ば
軽
く
行
ひ

て
宥
め
、
賞
を
ば
厚
く
与
へ
て
長
く
改
め
ざ
る
べ
し
。

こ
の
穆
公
の
先
例
を
語
る
箇
所
の
最
後
に
、
大
将
た
る
者
は
罪
を
軽

く
し
、
宥
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
よ
り
す
れ
ば
、
長
井
を
許
し
た
師
直
の
行
動
は
、「
罪
を
軽
く
行

ひ
て
宥
め
」
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

右
の
例
な
ど
よ
り
す
れ
ば
、
師
直
と
の
対
比
を
際
立
た
せ
る
に

は
、
直
冬
が
「
刑
を
宥
め
」
た
と
い
う
増
補
を
あ
え
て
行
う
必
然
性

は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
正
本
は
直
冬
の

人
物
像
に
つ
い
て
、
他
本
に
な
い
増
補
を
あ
え
て
施
し
て
い
る
。
あ

ら
た
め
て
、
当
該
増
補
箇
所
の
背
景
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

三

後
醍
醐
の
政
治
に
関
す
る
天
正
本
独
自
増
補

天
正
本
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
、
そ

し
て
こ
れ
と
表
裏
を
な
す
、
厳
し
い
罰
を
批
判
す
る
独
自
の
本
文
改

変
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
ず
は
巻
十
一
「
金
剛
山
の

寄
手
平
城
に
引
き
退
く
事
」
の
例
を
見
て
い
こ
う
。
元
弘
三
年
（
一

三
三
三
）
九
月
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
に
降
参
し
た
人
々
が
、
後
醍
醐
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の
判
断
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

総
て
こ
の
君
（
筆
者
注
、
後
醍
醐
）
重
祚
の
後
、
諸
事
の
政
い

ま
だ
行
は
れ
ざ
る
そ
の
先
に
刑
罰
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
給
は
ん

事
、
仁
政
に
あ
ら
ず
と
、
諫
臣
強
に
奏
し
け
れ
ど
も
、
御
用
ひ

な
く
て
、
潜
か
に
こ
れ
を
誅
せ
ら
れ
し
か
ば
、
首
を
渡
さ
る
る

ま
で
の
事
に
も
及
ば
ず
、
便
宜
の
寺
々
に
送
ら
れ
て
、
か
の
菩

提
を
ぞ
弔
は
れ
け
る
。

重
祚
し
て
間
も
な
い
う
ち
か
ら
刑
罰
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
る
こ
と
は

「
仁
政
」
で
は
な
い
、
と
い
う
周
囲
の
諫
め
を
無
視
し
て
、
後
醍
醐

は
鎌
倉
幕
府
の
残
党
を
密
か
に
処
刑
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら

は
、
後
醍
醐
の
強
い
意
志
が
窺
え
よ
う
。
他
本
も
こ
の
処
断
に
言
及

す
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
神
宮
徴
古
館

本
当
該
箇
所
を
次
に
掲
げ
る
。

果
し
て
七
月
九
日
、
阿
曾
弾
正
少
弼
・
江
馬
遠
江
守
・
佐
介
安

芸
守
・
長
崎
四
郎
左
衛
門
尉
を
始
と
し
て
、
彼
此
十
五
人
、
阿

弥
陀
が
峯
に
て
被
レ

討
け
り
。
此
君
重
祚
あ
り
て
の
後
、
諸
事

の
政
い
ま
だ
行
は
れ
ざ
る
先
に
、
刑
罰
を
専
ら
に
せ
ら
れ
む

事
、
更
に
仁
政
に
非
ず
と
て
、
密
に
こ
れ
を
切
し
か
ば
、
首
を

被
レ

渡
ま
で
の
事
に
も
及
ば
ず
、
便
宜
の
寺
々
に
被
レ

送
て
、
彼

後
世
菩
提
を
ぞ
被
レ

訪
け
る
。

天
正
本
と
同
様
、
重
祚
間
も
な
い
う
ち
に
刑
罰
を
専
ら
に
す
る
こ
と

が
「
仁
政
」
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
、

後
醍
醐
が
早
々
に
刑
罰
を
行
う
こ
と
は
「
仁
政
」
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
密
か
に
処
刑
を
行
い
、
首
を
大
路
に
渡
す
こ
と
も
な
か
っ

た
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
天
正
本
で
は
傍
線
部
の
増
補
に
よ

っ
て
、
後
醍
醐
が
厳
し
い
刑
罰
を
科
そ
う
と
し
た
こ
と
が
批
判
的
に

語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
他
本
で
は
、
新
政
権
の
体
面
を
保

と
う
と
し
た
と
読
め
る
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
後
醍
醐
の
強
い
意
志

を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
増
補
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、『
太
平
記
』

当
該
箇
所
に
は
多
分
に
虚
構
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
十
四
世

（

）

紀
半
ば
成
立
の
『
梅
松
論
』
に
は
、
こ
の
北
条
氏
残
党
の
処
刑
が
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
筆
者
注
、
建
武
元
年
〈
一
三
三
四
〉）
三
月
上
旬
関
東
ニ
於

テ
、
本
間
ト
渋
谷
ト
一
族
等
、
先
代
方
ト
シ
テ
謀
反
ヲ
企
ト
、

相
模
国
ヨ
リ
鎌
倉
ニ
寄
キ
タ
ル
間
、
渋
川
ノ
刑
部
大
輔
義
季
ヲ

大
将
ト
シ
テ
馳
ム
カ
フ
。
極
楽
寺
ノ
前
辺
ニ
於
テ
攻
戦
ニ
ヨ

テ
、
凶
徒
雌
伏
ス
。
此
事
京
都
ニ
注
進
ノ
間
、
去
年
召
置
レ
シ

金
剛
山
ノ
打
手
大
将
、
阿
蘇
ノ
霜
台
・
陸
奥
右
馬
助
・
長
崎
四

郎
左
衛
門
尉
、
辺
土
於
テ
誅
セ
ラ
ル
。
是
ハ
本
間
・
渋
谷
ガ
謀
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反
ニ
ヨ
テ
也
。

『
梅
松
論
』
に
よ
れ
ば
、
金
剛
山
の
捕
虜
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
建
武

元
年
の
こ
と
で
、
し
か
も
幕
府
残
党
が
関
東
で
起
こ
し
た
謀
叛
を
受

け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
阿
蘇
ら
は
建
武
元
年
ま
で
は
召
し
置
か
れ
て

い
た
わ
け
で
、『
太
平
記
』
の
よ
う
に
、
た
だ
ち
に
処
刑
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。『
蓮
華
寺
過
去
帳
』
に
も
「
建
武
元
年
三
月
廿
一
日

（

）

夜
半
阿
弥
陀
峯
被
レ

誅
人
々
注
状
」
と
、
同
様
の
記
載
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
よ
り
す
れ
ば
、
本
章
で
問
題
と
し
て
い
る
天
正
本
の
増
補

は
、
歴
史
的
事
実
を
補
訂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と

は
別
の
意
図
に
よ
る
本
文
改
変
と
思
わ
れ
る
。

後
醍
醐
に
関
す
る
同
様
の
天
正
本
独
自
増
補
は
、
巻
十
二
「
公
家

一
統
政
務
の
事
」
に
も
見
ら
れ
る
。
新
政
権
運
営
に
乗
り
出
し
た
後

醍
醐
の
政
治
に
つ
い
て
語
る
箇
所
で
あ
る
。

元
弘
癸
酉
の
歳
、
四
海
九
州
の
朝
敵
残
る
と
こ
ろ
な
く
亡
び
し

か
ば
、
先
帝
重
祚
の
位
に
即
か
せ
御
座
し
ま
す
。
正
慶
の
年
号

は
廃
帝
の
改
元
な
れ
ば
と
て
棄
て
ら
れ
、
元
の
元
弘
に
ぞ
な
さ

れ
け
る
。
こ
の
時
賞
罰
法
令
こ
と
ご
と
く
公
家
一
統
の
政
に
出

で
し
か
ど
も
、
わ
ざ
と
関
白
を
ば
置
か
れ
ず
、
左
大
臣
道
平

公
、
右
大
臣
経
忠
公
、
万
機
の
諮
詢
を
佐
け
ら
る
。
ひ
と
へ
に

こ
れ
延
喜
の
佳
例
を
追
は
れ
し
と
ぞ
聞
え
し
。
お
よ
そ
事
に
お

い
て
は
、
そ
の
刑
度
を
緩
く
し
給
は
ざ
り
し
か
ば
、
殊
俗
風
に

帰
す
る
こ
と
、
霜
を
披
き
て
、
春
の
日
に
照
ら
す
が
ご
と
く
、

中
花
軌
を
懼
る
る
こ
と
、
刃
を
履
ん
で
雷
霆
を
戴
く
が
ご
と

し
。

後
醍
醐
は
年
号
を
改
め
、
醍
醐
天
皇
の
治
世
に
倣
い
関
白
を
置
か
な

か
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
政
治
に
つ
い
て
は
、
刑
を
緩
め
な
か

っ
た
た
め
人
々
が
恐
れ
服
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の

独
自
箇
所
に
よ
っ
て
、
後
醍
醐
の
強
い
意
志
に
よ
り
厳
し
い
刑
罰
が

行
わ
れ
た
と
い
う
、
天
正
本
独
自
の
文
脈
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

一
方
、
こ
の
箇
所
も
や
は
り
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
で
は
異
な
る
記

述
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
も
神
宮
徴
古
館
本
本
文
を
挙
げ
よ
う
。

先
帝
重
祚
の
ゝ
ち
、
正
慶
の
年
号
は
廃
帝
の
改
元
な
れ
ば
と

て
、
こ
れ
を
被
棄
て
、
本
の
元
弘
に
返
さ
る
。
其
三
年
の
夏

頃
、
天
下
一
時
に
平
定
し
て
、
賞
罰
法
令
悉
く
公
家
一
統
の
政

に
出
し
か
ば
、
群
俗
の
風
に
帰
す
る
事
、
霜
を
ひ
ら
き
て
春
日

を
て
ら
す
が
如
く
、
中
花
の
軌
を
お
そ
る
ゝ
事
、
刃
を
ふ
む
で

雷
霆
を
い
た
だ
く
が
如
し
。

天
正
本
と
同
様
、「
中
花
の
軌
を
お
そ
る
ゝ
事
、
刃
を
ふ
む
で
雷
霆

を
い
た
だ
く
が
如
し
」
と
の
文
言
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
が
後
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醍
醐
の
「
賞
罰
法
令
」
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
正
本
以
外
の
テ

キ
ス
ト
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
醍

醐
が
刑
罰
を
緩
め
な
か
っ
た
こ
と
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一

方
、
天
正
本
で
は
後
醍
醐
の
苛
烈
さ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
摂
関
を
置
か
ず
親
政
を
行
っ
た
と
い
う
、
歴
史
的
事
実
を
踏

（

）

ま
え
た
増
補
と
も
相
ま
っ
て
、
後
醍
醐
が
そ
の
政
権
運
営
に
お
い
て

厳
し
い
刑
罰
を
課
そ
う
と
し
た
こ
と
が
よ
り
際
立
つ
叙
述
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

四
「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
と

適
切
な
賞
罰
を
行
う
こ
と

興
味
深
い
こ
と
に
、
前
章
で
検
討
し
た
も
の
と
同
様
の
増
補
は
、

後
醍
醐
と
対
立
し
た
鎌
倉
幕
府
方
に
関
す
る
箇
所
に
も
見
受
け
ら
れ

る
。
巻
六
「
人
見
本
間
討
死
の
事
」、
赤
坂
城
に
拠
る
平
野
将
監
が

幕
府
方
に
降
参
し
た
も
の
の
、
見
せ
し
め
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
と
い

う
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
神
宮
徴
古
館
本
の
本
文
を
挙
げ
る
。

長
崎
九
郎
左
衛
門
尉
こ
れ
を
請
取
て
、
先
降
人
の
法
に
て
候
へ

ば
と
て
、
物
具
・
太
刀
・
々
を
奪
取
て
、
高
手
・
小
手
に
い
ま

し
め
、
即
六
波
羅
え
ぞ
渡
け
る
。
降
人
の
輩
、「
如
レ

此
な
ら
む

と
知
た
ら
ば
、
只
討
死
を
す
べ
か
り
け
る
者
を
」
と
後
悔
す
れ

ど
も
其
甲
斐
な
し
。
日
を
経
て
京
都
に
着
け
れ
ば
、
両
六
波
羅

に
禁
置
て
、「
先
合
戦
の
事
始
な
れ
ば
、
軍
神
に
ま
つ
り
て
、

人
に
見
懲
さ
せ
よ
」
と
て
、
六
条
河
原
に
い
だ
し
、
一
人
も
残

さ
ず
首
を
は
ね
て
被
レ

懸
け
り
。
こ
れ
を
聞
て
こ
そ
、
吉
野
・

金
剛
山
に
籠
け
る
敵
共
も
、
弥
獅
子
歯
噛
を
し
て
、
降
人
に
出

む
と
す
る
者
は
無
か
り
け
れ
。

傍
線
部
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
宮
徴
古
館
本
で
は
、
六
波
羅
の

見
せ
し
め
が
か
え
っ
て
敵
方
の
態
度
を
頑
な
に
す
る
結
果
を
招
い
た

こ
と
に
叙
述
の
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

次
に
、
天
正
本
当
該
箇
所
を
掲
げ
る
。

日
を
経
て
後
、
六
波
羅
評
定
あ
つ
て
、
ま
づ
合
戦
の
事
始
め
な

れ
ば
、
軍
神
に
祭
り
て
、
人
々
見
懲
せ
よ
と
て
、
六
条
河
原
に

引
き
出
だ
し
、
一
人
も
残
ら
ず
首
を
刎
ね
て
懸
け
ら
れ
け
り
。

こ
の
事
を
聞
き
て
こ
そ
、
吉
野
・
金
剛
山
に
籠
り
け
る
敵
ど

も
、
い
よ
い
よ
獅
子
の
�
を
し
て
、
降
人
に
出
で
ん
と
思
ふ
物

は
な
か
り
け
る
。「
罪
を
緩
く
す
る
、
こ
れ
は
将
の
謀
な
り
」

と
い
ふ
事
を
知
ら
ざ
り
け
る
。
両
六
波
羅
の
成
敗
の
程
こ
そ
う

た
て
け
れ
と
、
云
は
ぬ
物
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

傍
線
部
は
神
宮
徴
古
館
本
な
ど
他
の
諸
本
と
も
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
、
波
線
部
の
よ
う
に
、
天
正
本
で
は
、
罪
を
緩
く
す
る
こ
と
が
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将
た
る
者
の
謀
で
あ
る
と
い
う
格
言
を
引
き
、
六
波
羅
の
対
応
を
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
格
言
の
典
拠
は
未
詳
で
は
あ
る
が
、

前
引
し
た
穆
公
の
説
話
の
話
末
評
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ

れ
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
例
と
は
異
な
り
、
こ
の
増
補
箇
所

に
関
し
て
は
、
丙
類
以
外
に
も
天
正
本
と
同
様
の
本
文
を
持
つ
テ
キ

ス
ト
が
存
在
す
る
。
左
表
に
そ
の
分
布
を
掲
げ
る
。

お
お
む
ね
古
態
を
と
ど
め
る
と
さ
れ
る
甲
類
本
の
多
く
は
、
神
宮

徴
古
館
本
型
の
本
文
を
持
つ
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
玄
玖
本
の
み

が
天
正
本
型
本
文
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
先
行
研
究
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
玖
本
当
該
箇
所
は
別
筆
に
よ
る
補

（

）

入
で
あ
る
。
ま
た
乙
類
梵
舜
本
・
米
沢
本
は
、
い
ず
れ
も
天
正
本
の

（

）

影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
お
り
、
益
田
本
巻
六
は
、
梵
舜

（

）

本
の
影
響
下
に
あ
る
毛
利
家
本
本
文
に
最
も
近
い
と
い
う
。
さ
ら
に

丁
類
日
置
本
本
文
は
「
基
本
的
に
は
甲
類
本
の
玄
玖
本
的
本
文
を
基

調
に
し
、
一
部
南
都
本
・
西
源
院
本
的
本
文
も
混
入
し
、
更
に
は
丁

類
本
の
詞
章
を
持
つ
箇
所
も
少
な
く
な
い
」
と
い
い
、「
室
町
末
期

の
一
伝
本
の
様
相
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
て
い
る
」
こ
と
が
指
摘

（

）

さ
れ
て
い
る
。
武
田
本
は
十
六
世
紀
半
ば
の
書
写
で
、「
丁
類
本
の

（

）

特
徴
を
持
つ
要
本
」
で
あ
る
と
い
う
。
丁
類
本
と
天
正
本
と
の
関
係

に
は
不
明
な
点
も
多
く
、
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
天

正
本
本
文
自
体
は
十
五
世
紀
前
半
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

（

）

て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
天
正
本
が
早
い
段
階
か
ら
「
刑
を
宥
め
」

る
こ
と
に
関
す
る
増
補
を
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
増
補
は
、
全
四
十
巻
に
も
及
ぶ
『
太
平
記
』

の
う
ち
、
わ
ず
か
三
箇
所
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
先
に
挙
げ
た
、
高

師
直
が
自
分
の
鎧
を
無
断
で
身
に
つ
け
た
武
士
を
許
し
た
と
い
う
挿

話
は
、
天
正
本
以
外
の
諸
本
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
死
罪
が
流
罪

・
神
宮
徴
古
館
本
と
同
様
の
本
文

甲
類

乙
類

丙
類

丁
類

神
宮
徴
古
館
本
・
西
源
院
本

梁
田
本
・
内
閣
文
庫
本

・
天
正
本
と
同
様
の
本
文

甲
類

乙
類

丙
類

丁
類

玄
玖
本

梵
舜
本
・
米
沢
本

益
田
本

天
正
本
・
教
運

本
・
野
尻
本

龍
谷
大
学
本

日
置
本

武
田
本

※
神
田
本
、
京
大
本
ナ
シ
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に
減
刑
さ
れ
る
と
い
う
場
面
も
複
数
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、「
刑

を
宥
め
」
る
こ
と
へ
の
言
及
な
ど
、
一
見
す
る
と
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
天
正
本
の
み
が
、
た

と
え
三
箇
所
で
は
あ
っ
て
も
「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
を
良
し
と
し
、

厳
し
い
刑
罰
を
批
判
す
る
増
補
を
複
数
箇
所
で
行
っ
て
い
る
点
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
太
平
記
』
に

（

）

お
い
て
「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
記
述
は
少
な
く
、
適

切
な
賞
罰
を
行
う
べ
き
こ
と
を
良
し
と
す
る
記
述
は
以
下
の
よ
う
に

比
較
的
多
く
の
用
例
を
検
出
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
神
宮
徴
古
館
本

に
よ
り
一
覧
に
し
て
示
す
。

①
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
事
」

春
夏
は
陽
の
時
に
て
忠
賞
を
お
こ
な
ひ
、
秋
冬
は
陰
の
時
に
て

（

マ

マ

）

刑
罰
を
も
は
ら
む
す
（
典
拠
は
『
春
秋
左
氏
伝
』）

②
巻
十
三
「
竜
馬
進
奏
事
付
藤
房
卿
遁
世
事
」

賞
中
レ

功
則
有
レ

忠
之
者
進
、
罰
当
レ

罪
則
有
レ

咎
之
者
退
（
典
拠

は
『
貞
観
政
要
』）

③
巻
十
四
「
新
田
足
利
確
執
事
付
公
卿
僉
議
事
」

無
レ

不
下

賞
顕
二

其
忠
一

罰
当
中

其
罪
上

、

④
巻
十
九
「
相
模
次
郎
時
行
勅
免
事
」

罰
其
罪
に
あ
た
り
、
賞
其
功
に
感
ず
る
は
、
善
政
の
最
た
り

⑤
巻
二
十
「
奥
勢
逢
難
風
事
」

忠
功
の
輩
に
は
直
に
恩
賞
を
お
こ
な
ひ
、
不
忠
の
族
を
ば
根
を

き
り
葉
を
か
ら
し
て

⑥
巻
二
十
八
「
恵
源
南
方
合
体
事
付
漢
楚
合
戦
事
」（
筆
者
注
、

項
羽
が
）
賞
罰
共
に
不
レ

明
し
か
ば
、
諸
侯
万
民
皆
共
に
、
沛

公
の
功
の
か
く
れ
て
、
天
下
の
主
た
ら
ざ
る
事
を
ぞ
悲
け
る
。

⑦
巻
三
十
五
「
北
野
詣
人
世
上
雑
談
事
」

善
人
に
は
賞
を
あ
た
え
、
悪
人
に
は
罰
を
加
ら
れ
け
る
事
、
勝

計
す
べ
か
ら
ず

⑧
巻
三
十
七
「
可
立
大
将
事
付
義
帝
立
将
事
」

功
あ
る
人
を
賞
し
、
咎
あ
る
者
を
罰
す
る
間

①
は
賞
罰
の
時
宜
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
以
外
は
人
物

の
功
績
や
善
悪
に
応
じ
て
賞
罰
を
加
え
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
適
切
な
賞
罰
に
重
き
を
置
く
記
述
は
、『
太
平
記
』
に

（

）

先
行
す
る
軍
記
物
語
に
は
こ
れ
ほ
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、『
太

平
記
』
に
引
か
れ
る
表
現
を
多
く
収
録
す
る
類
書
を
瞥
見
し
て
も
、

適
切
な
賞
罰
に
関
す
る
記
述
は
多
く
検
出
で
き
る
も
の
の
、
罪
を
軽

（

）

く
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
や
は
り
見
い
だ
し
が
た
い
。
こ
れ

ら
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
天
正
本
が
「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
に
対
し
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て
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
こ

れ
は
他
本
と
は
異
な
る
該
本
の
特
質
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
天
正
本
に
お
け
る
足
利
直
冬
に
関
す
る
独
自
増
補
に

着
眼
し
、
さ
ら
に
同
様
の
増
補
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
き
た
。
微
細

な
要
素
に
拘
泥
し
て
し
ま
っ
た
嫌
い
は
否
め
な
い
も
の
の
、
他
本
と

は
異
な
る
、
天
正
本
独
自
の
関
心
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、「
刑
を
宥
め
」
る
こ
と
に
関
す
る
記
述
や
、
そ
の
こ

と
を
重
視
す
る
表
現
は
、『
太
平
記
』
は
も
と
よ
り
先
行
す
る
他
作

品
に
お
い
て
も
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
平
重
盛
が
藤
原
成
親

の
死
罪
を
宥
め
る
た
め
父
清
盛
に
教
訓
し
た
と
い
う
『
平
家
物
語
』

の
話
な
ど
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
よ
う
。
他
に
も
、
十
三
世
紀
半
ば

の
説
話
集
『
十
訓
抄
』
の
末
尾
に
は
「
賞
を
ば
す
す
め
、
刑
を
ば
な

（

）

だ
め
」
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
上

巻
「
後
白
河
院
御
即
位
の
事
」
で
は
、
鳥
羽
院
の
治
世
に
つ
い
て
、

（

）

「
罪
ア
ル
者
ヲ
バ
宥
給
、
大
慈
大
悲
ノ
本
誓
ニ
モ
叶
ヘ
リ
」
と
賞
さ

れ
て
い
る
。
南
北
朝
期
の
作
品
で
は
、『
梅
松
論
』
末
尾
に
、
源
頼

朝
が
「
賞
罰
私
な
し
と
い
へ
共
、
罰
の
か
ら
き
」
と
、
頼
朝
の
苛
烈

さ
が
尊
氏
の
寛
大
さ
と
の
対
比
で
批
判
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
五
「
小
松
殿
教
訓
」
に
お
い
て
も
、「
罪
の
重
き

を
ば
軽
し
、
功
の
浅
き
を
ば
重
く
せ
よ
」
と
い
う
「
本
文
」
が
引
か

（

）

れ
て
い
る
。
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
記
述
が
存
在
す
る

こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
、『
太
平
記
』

で
は
適
切
な
賞
罰
を
良
し
と
す
る
記
述
が
多
い
と
い
う
点
も
考
慮
す

る
な
ら
ば
、
本
稿
で
指
摘
し
た
天
正
本
の
関
心
の
あ
り
よ
う
は
、
中

世
文
学
に
お
け
る
賞
罰
に
対
す
る
認
識
と
い
っ
た
、
よ
り
広
い
観
点

か
ら
考
察
を
深
め
て
い
く
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
本
稿
で
検
討
し
た
後
醍
醐
の
形
象
に
つ
い
て
は
、
天
正

（

）

本
が
後
醍
醐
と
後
鳥
羽
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
こ
と
と
も
関
連

を
持
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
も
含
め
、『
太
平
記
』

中
特
異
な
本
文
を
持
ち
、
十
五
世
紀
半
ば
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
天

正
本
本
文
の
特
質
と
そ
の
背
景
を
探
る
試
み
は
、
今
後
さ
ら
に
続
け

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注（
１
）
本
稿
で
参
照
し
た
『
太
平
記
』
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

西
源
院
本
（『
西
源
院
本
太
平
記
』
ク
レ
ス

西
源
院
本
系
│���
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

神
田
本
（『
神
田
本
太
平
記
』
汲
古
書
院
、

神
田
本
系
│���
一
九
七
二
年
）

神
宮
徴
古
館
本
（『
神
宮
徴
古
館
本
太
平

甲
類

�

� � � � � �

�

� � � � � �
�

記
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）

玄
玖
本
系
│�

� �

�
� �

�
玄
玖
本
（『
玄
玖
本
太
平
記
』
勉
誠
出
版
、

一
九
七
三
〜
七
五
年
）

内
閣
文
庫
本
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
）

南
都
本
系
│�

� �

�

� �

�
梁
田
本
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
）

米
沢
本
（
市
立
米
沢
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）

乙
類
│
│
│
│
│
│

�

� �

�

� �

�
梵
舜
本
（
古
典
文
庫
）

益
田
本
（
國
學
院
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

天
正
本
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

教
運
本
（
義
輝
本
）（『
義
輝
本
太
平
記
』

勉
誠
出
版
、
一
九
八
一
年
）

丙
類
│
│
│
│
│
│

│�

� � � �

�

� � � �

�
龍
谷
大
学
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
貴
重
資

料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

野
尻
本
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
）

京
大
本
（『
校
訂
京
大
本
太
平
記
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
一
年
）

日
置
本
（『
中
京
大
学
図
書
館
蔵
太
平
記
』

丁
類
│
│
│
│
│

│
│�

� � �

�

� � �

�
新
典
社
、
一
九
九
〇
年
）

武
田
本
（
國
學
院
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

な
お
、
文
献
の
引
用
に
際
し
て
は
、
句
読
点
を
補
っ
た
り
す
る
な

ど
、
私
に
表
記
を
改
め
た
点
が
あ
る
。

（
２
）
『
太
平
記
』
諸
本
に
関
す
る
近
年
の
研
究
動
向
は
、
長
坂
成
行

「『
太
平
記
』
諸
本
研
究
の
軌
跡
と
課
題
│
一
九
九
〇
年
代
以
降
を
中

心
に
│
」（
松
尾
葦
江
編
『
軍
記
物
語
講
座
第
三
巻

平
和
の
世
は

く
る
か

太
平
記
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
〇
年
）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

（
３
）
拙
稿
「
天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
真
言
関
係
記
事
の
増
補
」、

同
「
天
正
本
『
太
平
記
』
巻
四
「
呉
越
戦
事
」
の
増
補
」（
拙
著

『
南
北
朝
軍
記
物
語
論
』
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
〈
初
出
は
二
〇

一
七
年
、
二
〇
一
八
年
〉）。
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（
４
）
瀬
野
精
一
郎
「『
太
平
記
』
に
描
か
れ
た
足
利
直
冬
」（『
本
郷
』

第
五
十
九
号
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）。

（
５
）
実
際
に
は
、
直
冬
は
応
永
年
間
ま
で
生
存
し
て
い
た
（
瀬
野
精
一

郎
『
足
利
直
冬
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
６
）
瀬
野
精
一
郎
氏
は
注
（
５
）
著
書
に
お
い
て
、
直
冬
の
京
都
で
の

合
戦
の
振
る
舞
い
を
語
る
『
太
平
記
』
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

は
「『
太
平
記
」
の
作
者
に
よ
る
、
直
冬
に
は
武
将
と
し
て
の
資
質

が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
叙
述
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
、
直
冬
が
将
に
将
た

る
器
で
な
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
、
一
武
将
と
し
て
も
そ
の
名
に
値
し

な
い
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
７
）
北
村
昌
幸
「
足
利
直
義
像
の
改
修
」（
北
村
昌
幸
『
太
平
記
世
界

の
形
象
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
〈
初
出
は
一
九
九
九
年
〉）。

（
８
）
鈴
木
登
美
惠
氏
は
、
天
正
本
の
佐
々
木
氏
称
揚
記
事
の
分
析
か

ら
、
そ
の
成
立
と
佐
々
木
氏
と
の
関
係
を
想
定
し
て
い
る
（「
天
正

本
太
平
記
の
考
察
」『
中
世
文
学
』
第
十
二
号
、
一
九
六
七
年
五

月
）。
し
か
し
近
年
こ
の
見
方
を
疑
問
視
す
る
論
考
も
発
表
さ
れ
て

い
る
（
和
田
琢
磨
「『
太
平
記
』
と
武
家
│
天
正
本
と
佐
々
木
京
極

氏
の
関
係
を
中
心
に
│
」
前
掲
『
軍
記
物
語
講
座
第
三
巻

平
和
の

世
は
く
る
か

太
平
記
』）。
ま
た
長
坂
成
行
氏
は
、
天
正
本
が
「
悲

劇
的
な
場
面
で
の
哀
傷
性
の
増
補
」・「
会
話
の
多
用
」・「
後
日
譚
へ

の
興
味
」
を
持
つ
と
指
摘
し
て
い
る
（「
天
正
本
太
平
記
の
性
格
」

（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
七
八
年
十
二
月
）。
該
本
の
成

立
基
盤
に
つ
い
て
は
、「
禅
的
環
境
」
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
森
田

貴
之
氏
の
論
考
（「
天
正
本
『
太
平
記
』
増
補
方
法
小
考
│
巻
四

「
呉
越
戦
の
事
」
増
補
漢
詩
に
つ
い
て
│
」『
京
都
大
学
国
文
学
論

叢
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
も
あ
る
。

（
９
）
増
田
欣
「『
史
記
』
を
源
泉
と
す
る
説
話
の
考
察
」（
増
田
欣

『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

（
１０
）
引
用
は
、『
京
大
本
梅
松
論
』（
京
都
大
学
国
文
学
会
編
、
一
九
六

四
年
）
に
拠
る
。

（
１１
）
引
用
は
、『
群
書
類
従
』
に
拠
る
。

（
１２
）
後
醍
醐
の
政
権
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
森
茂
暁
『
建
武
政
権
』

（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二
年
〈
初
版
は
一
九
八
〇
年
〉）、
呉

座
勇
一
編
『
南
朝
研
究
の
最
前
線
』（
洋
泉
社
歴
史
新
書
ｙ
、
二
〇

一
六
年
）
収
録
の
諸
論
考
等
に
詳
し
い
。

（
１３
）
鈴
木
登
美
惠
「
尊
経
閣
文
庫
蔵
太
平
記
覚
え
書
」（『
国
文
』
第
十

四
号
、
一
九
六
〇
年
十
二
月
）。

（
１４
）
小
秋
元
段
「
梵
舜
本
の
性
格
と
中
世
「
太
平
記
読
み
」」、
同
「
南

都
本
『
太
平
記
』
本
文
考
」（
小
秋
元
段
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研

究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
〈
初
出
は
一
九
九
四
年
、
一
九
九
八

年
〉）。

（
１５
）
小
秋
元
段
「
毛
利
家
本
の
本
文
と
そ
の
世
界
」、
同
「
益
田
兼
治

書
写
本
『
太
平
記
』
に
つ
い
て
」（
前
掲
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研

究
』〈
初
出
は
一
九
九
三
・
四
年
、
二
〇
〇
二
年
〉）。

（
１６
）
長
坂
成
行
「
中
京
大
学
図
書
館
蔵
日
置
孤
白
軒
書
写
本
『
太
平

記
』
本
文
考
」（
長
谷
川
端
編
『
太
平
記
と
そ
の
周
辺
』
新
典
社
、

一
九
九
四
年
）。
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（
１７
）
長
坂
成
行
『
伝
存
太
平
記
写
本
綜
覧
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八

年
）。

（
１８
）
長
坂
成
行
「
天
正
本
太
平
記
成
立
試
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

五
十
三
巻
第
三
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）、
小
秋
元
段
「
南
都
本

『
太
平
記
』
本
文
考
」（
前
掲
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研
究
』〈
初
出

は
一
九
九
八
年
〉）、
中
西
達
治
「『
太
平
記
』
諸
本
の
形
成
に
つ
い

て
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
（
国
文
学
編
）』
第
四
十
四
号
、
二
〇

〇
二
年
三
月
）。

（
１９
）
他
に
は
、
巻
十
二
「
兵
部
卿
親
王
囚
事
付
驪
姫
事
」
の
次
の
例
が

検
出
で
き
る
。
護
良
親
王
が
後
醍
醐
の
命
で
捕
縛
さ
れ
る
箇
所
で
あ

る
。
神
宮
徴
古
館
本
本
文
を
挙
げ
る
。

抑
今
兵
革
一
時
に
定
て
、
廃
帝
重
祚
を
ふ
ま
せ
給
ふ
御
事

は
、
偏
に
此
宮
（
筆
者
注
、
護
良
）
の
武
功
に
よ
り
し
事
な
れ

ば
、
縦
小
過
あ
り
と
も
誡
て
被
レ
宥
べ
か
り
し
を
…
…

後
醍
醐
が
護
良
親
王
を
処
罰
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
の
場
面
で
は
、
護
良
親
王
は
「
小
過
」
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
大
功
が
あ
る
ゆ
え
そ
の
罪
を
宥
免
す
べ
き
と
い
う
文
脈
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
例
は
適
切
な
賞
罰
を
行
う
こ
と
を
良
し
と
す
る
例
に

も
含
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
２０
）
『
保
元
物
語
』・『
平
治
物
語
』・『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
・
覚
一

本
）・『
承
久
記
』（
慈
光
寺
本
・
流
布
本
）
に
も
こ
う
し
た
表
現
は

見
ら
れ
な
い
。

（
２１
）
例
え
ば
、
藤
原
孝
範
編
の
『
明
文
抄
』
に
は
、
適
切
な
賞
罰
を
行

う
こ
と
に
関
す
る
表
現
が
十
三
例
存
在
す
る
一
方
、
罰
を
緩
め
る
こ

と
に
言
及
す
る
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。
菅
原
為
長
編
の
『
管
蠡
抄
』

に
も
同
様
の
傾
向
が
当
て
は
ま
る
。

（
２２
）
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
２３
）
引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
。

（
２４
）
引
用
は
、『
中
世
の
文
学
』
に
拠
る
。
こ
の
箇
所
は
、『
書
経
』

「
大
禹
謨
」
の
「
罪
疑
惟
軽
、
功
疑
惟
重
」
と
い
う
表
現
を
源
泉
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
罪
で
疑
わ
し
い
の
は
そ
の
罰
を
軽
い
方

に
し
、
功
績
で
確
か
で
な
い
も
の
は
そ
の
賞
を
厚
い
方
に
さ
れ
る
」

（『
新
釈
漢
文
大
系
』）
と
い
う
意
味
の
表
現
で
、
単
純
に
罪
を
軽
く

す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
延
慶
本
平
家
物
語
』

第
一
末
「
重
盛
大
納
言
の
死
罪
を
申
し
宥
め
給
ふ
事
」
や
仮
名
本

『
曽
我
物
語
』
第
四
「
小
二
郎
語
ら
ひ
得
ざ
る
事
」
は
、『
書
経
』
と

同
様
の
表
現
を
引
い
て
い
る
。

（
２５
）
鈴
木
登
美
惠
「
後
醍
醐
天
皇
崩
御
と
太
平
記
の
政
道
批
判
」（
長

谷
川
端
編
『
軍
記
文
学
研
究
叢
書
９

太
平
記
の
世
界
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
李
章
姫
「
天
正
本
『
太
平
記
』
の
記
事
構
成

と
霊
剣
」（『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
八
十
二
号
、
二
〇
一
九
年

三
月
）。

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
専
任
講
師
）
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