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一　

は
じ
め
に

　

荻
生
徂
徠
は
、
丸
山
真
男
が
近
世
思
想
史
の
主
要
な
流
れ
、
朱
子
学
・
徂

徠
学
・
国
学
を
、思
考
様
式
論
の
立
場
か
ら
封
建
思
想
の
「
内
部
か
ら
の
」「
解

体
過
程
」と
と
ら
え
て（

（
（

以
来
、本
居
宣
長
と
並
称
さ
れ
る
近
世
思
想
史
の
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
後
の
徂
徠
研
究
は
思
想
史
的
に

徂
徠
学
の
論
理
構
造
の
解
明
に
向
か
っ
た
。
私
に
は
徂
徠
の
研
究
史
を
ま
と

め
る
力
量
は
な
い
が
、
徂
徠
学
が
儒
教
を
外
在
化
さ
せ
た
政
治
学
で
あ
っ
た

こ
と
を
思
う
と
き
、
政
治
学
と
し
て
の
徂
徠
学
が
現
実
を
ど
う
と
ら
え
、
い

か
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
政
治
史
的
経
済
史
的
考
察
が
な
お
ざ

り
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

（
（

。

　

か
く
い
う
私
も
『
熊
沢
蕃
山（

（
（

』
を
著
し
た
と
き
、「
熊
沢
蕃
山
と
荻
生
徂
徠
」

の
一
章
を
お
き
、影
響
関
係
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
は「
道
と
法
」「
改
革
論
」「
宗

教
的
性
格
」
の
大
き
く
三
点
に
ま
と
め
て
、両
者
の
影
響
関
係
を
指
摘
し
た
。
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近
世
の
武
士
は
城
下
町
集
住
を
し
た
の
で
、商
品
貨
幣
経
済
の
た
め
に
困
窮
化
し
た
。
そ
の
解
決
を
論
じ
て
将
軍
吉
宗
に
献
上
さ
れ
た
の
が
、荻
生
徂
徠
の
『
政
談
』
で
あ
る
。

こ
の
書
に
お
い
て
徂
徠
は
、
根
本
的
解
決
策
と
し
て
、
武
士
を
自
給
経
済
の
農
村
に
土
着
さ
せ
る
こ
と
と
、
倹
約
が
で
き
る
よ
う
に
上
か
ら
衣
食
住
の
細
か
い
点
ま
で
制
度
化

す
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
具
体
的
な
展
望
は
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
当
面
す
る
諸
問
題
に
も
言
及
し
た
が
、
徂
徠
に
と
っ
て
有
効
な
解
決
策
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
徂
徠
学
、
土
着
、
制
度
、
困
窮
、
物
価
、
金
銀
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し
か
し
、
そ
こ
で
扱
っ
た
の
は
論
理
構
造
で
あ
っ
た
。「
改
革
論
」
で
さ
え
、

気
質
論
・
人
才
論
・
助
け
合
い
・
問
学
で
あ
り
、「
具
体
的
な
政
策
に
関
し

て
は
、『
大
学
或
問
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」「
政
策
に
関
し
て
は
、『
政
談
』

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」
程
度
で
処
理
し
て
し
ま
っ
た（

（
（

。
そ
こ
に
具
体
的
な

両
者
の
政
策
論
の
比
較
検
討
と
い
う
、大
き
な
課
題
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
世
の
改
革
論
＝
警
世
論
の
系
譜
は
、
蕃
山
・
徂

徠
・
太
宰
春
台
・
海
保
青
陵
・
本
多
利
明
と
展
開
す
る
。
そ
れ
を
具
体
的
に

お
さ
え
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蕃

山
に
関
し
て
は
右
の
拙
著
で
、
そ
れ
な
り
に
論
及
し
た
。
次
に
求
め
ら
れ
る

の
は
、
徂
徠
の
改
革
論
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
徂
徠
の
改
革
案
を
理
解
す
る
た
め

に
必
要
な
範
囲
で
、
徂
徠
の
履
歴
と
徂
徠
学
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
次
に
徂

徠
の
み
た
現
実
を
と
ら
え
、
そ
れ
に
対
す
る
根
本
的
改
革
案
と
当
面
す
る
諸

問
題
へ
の
提
案
を
検
討
し
よ
う
。

　

徂
徠
は
「
蓋け
だ

し
百
年
来
の
儒
者
の
巨
擘
は
人
才
は
則
ち
熊
沢
、
学
問
は
則

ち
仁
斎
、
余
子
は
碌
々
未
だ
数
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
也（

（
（

」
と
、
蕃
山
を
伊
藤
仁

斎
と
並
ん
で
高
く
評
価
し
て
い
た
。
評
価
し
た
内
容
は
、
仁
斎
が
学
問
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
蕃
山
は
改
革
の
た
め
の
警
世
論
で
あ
る
と
、
近
世
以
来
、

考
え
ら
れ
て
き
た（

（
（

。
そ
こ
で
本
節
の
最
後
に
、
徂
徠
の
改
革
案
を
よ
り
よ
く

理
解
す
る
た
め
に
、
蕃
山
の
警
世
論
を
ご
く
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

蕃
山
の
生
活
感
覚
の
基
礎
は
、
若
い
と
き
に
す
ご
し
た
近
江
桐
原
の
祖
母

伊
庭
氏
の
生
家
で
の
貧
し
い
暮
し
で
あ
る
。
下
層
農
民
の
暮
し
と
い
え
る
貧

し
さ
で
あ
っ
た
。
蕃
山
は
貧
し
く
あ
れ
と
説
く
。
桐
原
で
の
生
活
以
上
の
生

活
は
、
蕃
山
に
と
っ
て
奢
り
で
あ
る
。
蕃
山
は
武
士
以
上
は
天
統
、
農
工
商

は
地
生
と
、
身
分
制
を
血
統
論
で
合
理
化
す
る
が
、
身
分
の
別
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
貧
し
さ
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
は
城
下
町
集
住
の
た
め
に
奢
り
が
蔓
延
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
武
士
は
窮
乏
化
し
て
い
た
。
武
士
の
窮
乏
化
は
農
民
へ
の
苛
斂
誅
求

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
農
民
も
窮
乏
化
し
た
。
ま
た
武
士
の
窮
乏
化
は
武
士

の
出
費
を
減
ら
し
、
一
般
の
町
人
も
窮
乏
化
し
た
。
富
み
栄
え
て
い
る
の
は

一
部
の
大
商
人
だ
け
で
あ
る
。

　

右
の
現
実
を
解
消
す
る
た
め
に
武
士
の
土
着
を
説
い
た
。
自
給
自
足
の
農

村
に
土
着
す
る
こ
と
で
、
武
士
は
商
品
貨
幣
経
済
か
ら
逃
れ
て
再
生
し
、
譜

代
の
家
来
を
確
保
し
て
軍
事
力
も
増
強
さ
れ
る
。
な
お
蕃
山
は
、
知
行
地
の

備
前
蕃
山
村
で
実
践
し
て
成
功
し
て
い
る
。

　

貨
幣
経
済
は
完
全
に
は
否
定
し
な
い
が
、
自
給
自
足
的
な
米
遣
い
の
経
済

に
戻
す
。
そ
し
て
支
配
者
は
蓄
穀
に
励
ん
で
天
災
と
外
敵
に
備
え
る
と
と
も

に
、
民
を
救
う
仁
政
の
た
め
に
使
う
。
人
び
と
を
救
う
の
は
上
級
の
支
配
者

の
み
で
は
な
い
。
社
会
全
体
が
身
分
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
働
い
て
助
け
合

う
の
で
あ
る
。

　

蕃
山
の
警
世
論
は
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
た
。
中
世
的
な
自
給
自
足
の
自

然
経
済
に
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。
武
士
の
土
着
も
、
お
の
お
の
の
知
行
地
に

土
着
す
る
の
で
あ
っ
た
。
在
地
の
小
領
主
制
に
戻
る
の
で
あ
る
。
小
領
主
制

下
で
の
、
心
が
通
い
合
う
安
定
し
た
社
会
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

実
現
可
能
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
蕃
山
が
一
七
世
紀
の
人
だ
っ
た
か
ら
と
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

二　

履
歴

　

徂
徠
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
二
月
一
六
日
に
館
林
藩
主
で
あ
っ
た
徳

川
綱
吉
の
侍
医
を
勤
め
た
荻
生
方
庵
の
次
男
と
し
て
、
江
戸
二
番
町
で
生
ま

れ
た
。

　

学
問
の
初
め
は
七
、八
歳
の
と
き
か
ら
父
の
「
口
授（

（
（

」
に
よ
っ
て
、
家
の

日
記
を
書
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
漢
文
で
書
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
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て
「
予
れ
十
一
二
の
時
、
既
に
能よ

く
自
ら
書
を
読
み
、
未
だ
嘗
て
句
読
を
受

け
ざ
り
し
は
、
蓋け
だ

し
此
れ
に
由
る（

（
（

」
と
、
一
一
、 

二
歳
の
こ
ろ
に
は
師
に
句

読
を
授
か
る
こ
と
な
く
、
漢
文
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）、
一
四
歳
の
と
き
に
父
方
庵
が
綱
吉
の
不
興
を

蒙
り
、
上
総
国
長
柄
郡
本
能
村
（
現
茂
原
市
）
に
流
罪
と
な
っ
た
。
徂
徠
も

父
に
従
っ
た
。
以
後
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
二
七
歳
の
と
き
に
赦
免
さ

れ
る
ま
で
、
こ
の
地
で
暮
ら
し
た
。

　

田
舎
の
学
問
的
環
境
は
一
見
、
最
悪
で
あ
っ
た
。
師
友
も
な
く
、
本
と
い

え
ば
祖
父
の
手
沢
に
な
る
『
大
学
諺
解
』
一
本
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
徂

徠
は
こ
の
本
を
熟
読
し
て
、「
遂
に
講
説
に
藉よ

ら
ず
し
て
、
遍
く
群
書
に
通

ず
る
を
得
た
る
な
り
」
と
回
顧
す
る
。「
和
訓
」
に
よ
ら
ず
に
漢
文
が
読
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

（
（

。
本
を
え
る
の
は
本
当
に
苦
労
し
た
。
弟
子
の

岡
井
仲
錫
が
水
戸
藩
に
出
仕
し
て
常
陸
に
行
く
と
き
に
贈
っ
た
序
文
に
、「
性

書
を
読
む
を
好
め
ど
も
、
書
借
る
べ
き
な
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
成
で
き
た
の
は
「
南
総
之
力
也
」
と
も
述
べ
て
い
る（
（1
（

こ
と
か
ら
理
解
で
き

る
よ
う
に
、
逆
境
に
陥
っ
た
か
ら
こ
そ
の
努
力
が
報
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
努
力
は
尋
常
一
様
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
不
佞
少わ
か

く
し

て
南
総
に
あ
り
し
と
き
、
す
な
は
ち
す
で
に
洛
下
の
諸
先
生
、
先
生
を
踰こ

ゆ

る
な
き
を
聆き

き
、
心
誠
に
郷む
か

ふ（
（（
（

」
と
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
仁
斎
に

宛
て
て
書
い
た
よ
う
に
、
す
で
に
仁
斎
を
慕
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
田
舎

で
暮
ら
し
た
効
用
は
、
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
現
実
を
み
る
眼
を
養
い
、
政
治

的
な
判
断
力
を
身
に
つ
け
た
点
で
あ
る
。『
政
談
』
に
次
の
よ
う
に
告
白
し

て
い
る（
（（
（

（
290
）。

某
幼
少
よ
り
田
舎
へ
参
り
、
十
三
年
上
総
国
に
住
て
、
身
に
も
さ
ま
ざ

ま
の
難
儀
を
し
、
人
々
の
こ
と
も
見
聞
し
上
、（
中
略
）
十
三
年
を
経

て
御
城
下
に
返
り
て
見
れ
ば
、
御
城
下
の
風
の
以
前
に
抜
群
代
り
た
る

を
見
て
、
書
籍
の
道
理
を
も
考
へ
合
せ
、
少
は
物
の
心
も
付
た
る
様
也
。

　

上
総
で
の
「
難
儀
」
と
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
右
に
み
た

学
問
的
環
境
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
苦
し
い
生
活
で
あ
る
。
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
）に
田
中
省
吾
と
甲
斐
へ
出
張
し
た
と
き
の
紀
行
文「
峡
中
紀
行
」

に
、
徂
徠
が
杼ち
ょ

実
（
ど
ん
ぐ
り
）
を
貰
い
受
け
た
の
を
省
吾
に
、「
未
だ
公

の
狙そ

公
（
猿
ま
わ
し
）
た
る
を
聞
か
ず
、
杼
実
遂
に
何
に
用
ゐ
ん
」
と
笑
わ

れ
た
の
に
対
し
て
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
親
戚
や
知
人
と
の
音

信
も
絶
え
て
い
た（
（（
（

。（
な
お
藜
藿
は「
あ
か
ざ
と
ま
め
の
は
と
、粗
食
の
義『
字

源
』」）こ

れ
を
以
て
日
夜
山
谷
の
間
を
窮
め
奔
走
し
、
牧
豎
耕
夫
と
伍
し
、
備

に
稼
穡
の
艱
難
す
る
所
、
数
年
間
な
り
。
そ
の
四
方
に
餬
す
る
所
は
、

大
氐
盤
中
藜れ
い
か
く藿
芹
藻
を
堆
盛
す
。
荒
歳
に
は
す
な
は
ち
草
根
樹
皮
そ
の

大
半
に
居
る
。
糅ま
じ

ふ
る
に
半
掬す
く

ひ
ば
か
り
の
菽
麦
を
以
て
す
。

　

百
姓
と
同
様
の
食
生
活
で
、
米
を
食
べ
る
ど
こ
ろ
か
、
雑
穀
も
満
足
に
食

べ
ら
れ
な
い
現
状
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
都
市
に
暮
ら
し
て
奢
侈
に
流
れ
る
人

と
違
っ
て
、
貧
し
い
農
民
の
苦
し
い
生
活
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
六
月
二
日
、
父
方
庵
が
家
綱
の
十
三
回
忌
に
赦

免
さ
れ
た（
（（
（

。
徂
徠
も
江
戸
に
帰
り
、
増
上
寺
近
く
に
塾
を
開
い
た
。
塾
の
経

営
は
順
調
で
な
か
っ
た（
（（
（

が
、
こ
の
こ
ろ
徂
徠
は
唐
音
を
学
び
始
め
た
。
江
戸

の
黄
檗
宗
の
寺
院
で
中
国
僧
に
学
ん
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
徂
徠
は
弟
子

に
「
誦
す
る
に
華
音
を
以
て
し
、
訳
す
る
に
此
の
方
の
俚
語
を
以
て
す
。
絶

て
和
訓
廻
環
の
読
を
作
さ
ず（
（（
（

」
と
、
経
典
を
中
国
語
で
読
め
と
説
い
た
。
当

然
と
い
え
ば
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
も
私
を
含
め
て
、
日
本
人
は
日

本
式
に
漢
文
読
み
を
す
る
。
そ
れ
で
は
重
々
し
い
漢
字
に
煩
わ
さ
れ
て
、
中

国
語
の
正
確
な
意
味
あ
い
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
儒
学
会
に

あ
っ
て
は
、
斬
新
な
方
法
の
提
起
で
あ
っ
た
。

　

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
八
月
二
二
日
に
、徂
徠
は
柳
沢
吉
保
に
仕
え
た
。

将
軍
綱
吉
の
側
用
人
と
し
て
権
勢
を
誇
っ
た
吉
保
の
屋
敷
に
は
、
し
ば
し
ば
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儒
学
好
き
の
綱
吉
が
訪
れ
て
講
釈
を
し
た
か
ら
、
吉
保
は
有
能
な
儒
者
を
採

用
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
禅
宗
の
信
者
で
あ
り
、
中
国
人
の
黄
檗
宗
の
僧

侶
に
つ
い
て
修
行
し
た
吉
保
は
、唐
音
に
も
通
じ
た
人
で
あ
っ
た
。し
た
が
っ

て
、
家
中
の
儒
者
も
唐
音
を
学
ぶ
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た（
（（
（

。
こ
の
よ
う
な

環
境
に
恵
ま
れ
て
、
徂
徠
は
本
格
的
に
唐
音
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た（
（（
（

。

　

徂
徠
は
吉
保
に
重
用
さ
れ
た
。最
初
一
五
人
扶
持
で
召
抱
え
ら
れ
た
の
が
、

つ
い
に
は
五
〇
〇
石
取
ま
で
に
出
世
し
た（
（1
（

こ
と
が
、
何
よ
り
も
こ
の
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。
藩
邸
内
に
住
居
し
た
徂
徠
は
来
邸
し
た
綱
吉
の
講
釈
を
拝

聴
す
る
の
み
で
な
く
、
江
戸
城
に
も
登
城
し
て
拝
聴
し
た
。
柳
沢
家
に
仕
官

し
た
徂
徠
は
、
そ
の
名
を
天
下
に
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

徂
徠
は
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
が
、
朱
子
学
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
な
か
で
、
同
僚
で
仁
斎
門
下
の
渡
辺
子
固
と
親
し
く
な
っ
た
。
徂
徠
は
仁

斎
の
「
大
学
定
本
」「
語
孟
字
義
」
を
読
ん
で
、
仁
斎
を
ま
す
ま
す
高
く
評

価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
人
で
読
書
会
を
し
て
、
子
固
に
「
何
ぞ

吾
が
先
生
の
言
と
肖に

た
る
や
と
」言
わ
れ
た（
（（
（

。そ
こ
で
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）

に
仁
斎
に
書
簡
を
送
っ
た
。

　

仁
斎
か
ら
の
返
書
は
な
か
っ
た
。
仁
斎
は
翌
年
三
月
一
二
日
に
死
亡
し
た

か
ら
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
は
こ
れ
で
収
ま
ら
な
か
っ
た
。

同
四
年
に
東
崖
が
「
古
学
先
生
碣
銘
行
状
」
を
著
し
、
そ
こ
に
徂
徠
に
無
断

で
徂
徠
の
仁
斎
宛
の
書
簡
を
掲
載
し
た
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
は
激
怒
し
、
反

仁
斎
、
朱
子
学
に
回
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
蘐
園
随
筆
』
は
、
次
に
述
べ
る
古
文
辞
文
学
を
大
成
し
た
書
と
評

価
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
仁
斎
批
判
で
あ
る
。

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
か
二
年
の
こ
ろ
、
徂
徠
は
「
天
の
寵
霊
に
藉よ

り（
（（
（

」）、明
代
の
李り
は
ん
り
ゅ
う

攀
竜
『
滄
凕
集
』
一
六
巻
と
王
世
貞
『
弇え
ん

州
山
人
四
部
集
』

一
七
四
巻
を
入
手
し
た
。
文
は
秦
漢
、
詩
は
漢
魏
盛
唐
の
模
倣
文
学
で
あ
っ

た
が
、
徂
徠
は
こ
の
方
法
を
採
用
し
た
。
す
で
に
唐
音
を
学
び
、
中
国
語
で

経
典
を
読
む
こ
と
を
説
い
た
徂
徠
で
あ
っ
た
が
、
古
文
辞
学
を
知
っ
て
、
中

国
語
で
も
古
言
と
今
言
は
違
う
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
経
典
を
古
言

の
よ
っ
て
正
し
く
と
ら
え
る
。
前
漢
以
前
の
古
言
に
精
通
す
る
た
め
に
は
、

儒
教
の
経
典
だ
け
で
は
限
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
同
時
代
の
諸
子
百
家
の

書
も
積
極
的
に
読
む
。
こ
こ
か
ら
徂
徠
は
多
様
な
分
野
の
研
究
に
道
を
開
く

こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
一
月
一
〇
日
の
将
軍
綱
吉
の
死
亡
に
よ
り
、
柳

沢
吉
保
は
六
月
三
日
に
隠
居
し
た（
（（
（

。
失
脚
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
三
月

二
四
日
に
徂
徠
は
「
町
宅
申
付
」
ら
れ
、
学
者
と
し
て
「
世
上
之
為
」
に
働

く
よ
う
に
吉
保
か
ら
命
じ
ら
れ
た（
（（
（

。
徂
徠
は
江
戸
市
中
に
塾
を
開
い
た
。
徂

徠
の
下
に
は
有
能
な
人
材
が
集
ま
り
、古
文
辞
文
学
は
一
大
勢
力
と
な
っ
た
。

　

享
保
に
な
る
と
徂
徠
は
古
文
辞
学
を
文
学
か
ら
思
想
に
応
用
し
て
、
徂
徠

学
を
確
立
し
た
。
理
論
的
に
は
仁
斎
学
を
跳
躍
台
に
し
て
、
儒
教
を
外
在
化

さ
せ
た
朱
子
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
政
治
学
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
刊
行
し
た
古
文
辞
文
学
を
大

成
し
た
書
と
し
て
評
価
さ
れ
る
『
蘐
園
随
筆
』
さ
え
も
、「
不
佞
未
熟
之
時

の
書
に
候
。
御
用
被
レ
成
間
敷
候（
（（
（

」
と
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
こ
ろ
に
な
っ
た
「
弁
道
」「
弁
名
」

「
学
則
」
で
あ
り
、翌
三
年
こ
ろ
か
ら
着
手
し
た
「
論
語
徴
」「
大
学
解
」「
中

庸
解（
（（
（

」、
そ
し
て
「
答
問
書
」
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
六
代
将
軍
家
宣
、七
代
家
継
の
時
代
は
幕
府
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
が
、

八
代
吉
宗
に
な
る
と
厚
遇
さ
れ
た
。
こ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
享
保

六
年
（
一
七
二
一
）
に
明
の
太
祖
洪
武
帝
が
民
衆
教
化
の
た
め
に
編
纂
さ
せ

た
「
六
諭
衍
義
」
に
訓
点
を
つ
け
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
中
国
語
の
俗
語
で
書

か
れ
た
こ
の
書
に
訓
点
を
加
え
る
仕
事
は
、
幕
府
の
儒
官
室
鳩
巣
で
は
手
に

負
え
な
か
っ
た
。
生
き
た
中
国
語
に
通
じ
て
い
た
徂
徠
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た

の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
徂
徠
は
吉
宗
の
諮
問
に
預
か
る
隠
密
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
。
月

に
三
度
、
側
衆
の
有
馬
氏
倫
宅
へ
通
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
享
保
一
二
年

（
一
七
二
七
）
に
、
吉
宗
に
献
上
さ
れ
た
の
が
、『
政
談
』
で
あ
る（

（（
（

。『
政
談
』

は
解
体
に
向
か
い
始
め
た
徳
川
幕
藩
体
制
を
再
確
立
す
る
た
め
に
、
将
軍
権

力
を
絶
対
化
さ
せ
、
土
着
と
制
度
化
を
説
い
た
書
で
あ
り
、
本
稿
の
分
析
の

対
象
と
な
る
書
で
あ
る
。
な
お
同
種
の
書
に
享
保
六
年
こ
ろ
の
「
太
平
策
」

が
あ
る
。

　

吉
宗
の
信
頼
を
え
た
徂
徠
は
、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
四
月
一
日
に

将
軍
吉
宗
に
拝
謁
す
る
と
い
う
破
格
の
厚
遇
を
え
た
。
た
だ
し
、『
政
談
』

に
提
起
し
た
改
革
案
の
根
本
で
あ
る
土
着
と
制
度
化
が
、
採
用
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

　

学
問
を
大
成
さ
せ
、
社
会
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
享
保

一
三
年
（
一
六
二
八
）
一
月
一
九
日
に
、
徂
徠
は
六
三
歳
で
死
亡
し
た
。

三　

徂
徠
学

　

儒
教
は
は
る
か
な
原
始
の
昔
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
由
来
し
、
次
第
の
政

治
・
道
徳
思
想
と
し
て
発
展
し
た
。
そ
れ
を
孔
子
が
整
理
・
総
合
し
て
、
儒

教
が
成
立
し
た
が
、
ま
だ
理
論
の
体
系
性
と
い
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
儒

教
が
理
論
体
系
を
も
つ
の
に
は
、
朱
子
の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
由
来
を
も
つ
儒
教
は
、
政
治
道
徳
思
想
と
し
て
合
理

的
な
現
世
主
義
を
と
る
が
、
下
部
は
喪
祭
の
礼
を
も
っ
と
も
重
視
す
る
宗
教

的
性
格
を
し
て
い
た
。

　

朱
子
学
は
孔
子
以
後
に
編
纂
さ
れ
た
四
書
（『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』『
孟

子
』）
を
根
本
経
典
と
し
た
が
、
古
文
辞
学
を
方
法
論
と
し
て
採
用
し
た
徂

徠
学
は
、
よ
り
古
い
、
孔
子
が
古
の
聖
人
の
道
を
伝
え
る
た
め
に
編
纂
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
六
経
（『
書
経
』『
詩
経
』『
易
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』『
楽
記
』）

を
根
本
経
典
と
し
て
採
用
し
た
。よ
り
古
い
経
典
を
根
拠
に
し
た
徂
徠
学
は
、

そ
れ
だ
け
に
非
合
理
的
・
宗
教
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
な
に
よ
り
も

敬
天
の
思
想
と
し
て
、
天
を
絶
対
視
す
る（

（（
（

。

天
は
解
を
待
た
ず
。
人
の
み
な
知
る
所
な
り
。
こ
れ
を
望
め
ば
蒼
蒼
然
、

冥
冥
乎
と
し
て
得
て
こ
れ
を
測
る
べ
か
ら
ず
。日
月
星
辰
こ
こ
に
繋か
か

り
、

風
雨
寒
暑
こ
こ
に
行
は
る
。
万
物
の
命
を
受
く
る
所
に
し
て
、
百
神
の

宗
な
る
者
な
り
。
至
尊
に
し
て
比
な
く
、
能よ

く
踰こ

え
て
こ
れ
を
上し
の

ぐ
者

な
し
。
故
に
古
よ
り
聖
帝
・
明
王
、
み
な
天
に
法の
っ
と
り
て
天
下
を
治
め
、

天
道
を
奉
じ
て
以
て
そ
の
政
教
を
行
ふ
。
こ
こ
を
以
て
聖
人
の
道
、
六

経
の
載
す
る
所
は
、
み
な
天
を
敬
す
る
に
帰
せ
ざ
る
者
な
し
。
こ
れ
聖

門
の
第
一
義
な
り
。

　

天
は「
万
物
」に
命
令
し
、「
百
神
」の
大
本
の「
至
尊
」で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
聖
帝
・
明
王
」
も
こ
れ
に
法
っ
て
統
治
し
た
。
聖
人
の
道
は
敬
天
に
帰

す
る
の
で
あ
る
。

　

天
に
基
づ
い
て
統
治
し
た
聖
帝
＝
聖
人
と
は
、「
聡
明
睿
智
の
徳
あ
り
、

天
地
の
道
に
通
じ
、
人
物
の
性
を
尽
く
し
、
制
作
す
る
所
あ
り（
（1
（

」
と
、
天
地

に
通
じ
る
こ
と
の
で
き
る
聡
明
な
人
で
あ
り
、
道
を
制
作
し
た
人
で
あ
る
。

聖
人
が
天
地
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
窮
理
の
成
果
で
あ
る（
（（
（

。

然
れ
ど
も
天
下
の
理
は
、
あ
に
窮
め
尽
く
す
べ
け
ん
や
。
た
だ
聖
人
の

み
能よ

く
我
の
性
を
尽
く
し
、
能
く
人
の
性
を
尽
し
て
、
天
地
と
そ
の
徳

を
合
す
。
故
に
聖
人
の
み
、
能
く
理
を
窮
め
て
こ
れ
が
極
を
立
つ
る
こ

と
あ
り
。

　

聖
人
は
自
分
と
人
と
物
と
の
本
性
を
尽
し
て
、
天
地
と
合
一
に
な
る
。
そ

れ
故
に
理
を
窮
め
て
「
極
」、
基
準
と
な
る
道
を
制
作
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
窮
理
の
理
は
、
朱
子
学
の
い
う
窮
極
的
原
理
と
し
て
の
理
で
あ
る
。

徂
徠
は
朱
子
学
の
理
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
窮
理
を
達
成
で
き
る
存
在
は

聖
人
の
み
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。
前
文
の
次
に
、「「
理
を
窮
む
」
と
い
ふ
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者
は
、
聖
人
の
事
に
し
て
、
凡
人
の
能よ

く
せ
ざ
る
所
な
り（
（（
（

」
と
述
べ
て
確
認

し
て
い
る
。

　

天
地
に
通
じ
て
理
を
窮
め
、
道
を
制
作
し
た
聖
人
は
、「
学
問
の
道
は
、

聖
人
を
信
ず
る
を
以
て
先
と
な
す（
（（
（

」
と
、
信
仰
の
対
象
に
高
め
ら
れ
た
。
そ

れ
で
は
、
聖
人
と
は
誰
か
、
そ
の
製
作
し
た
道
と
は
何
か
。

　

道
は
「
こ
れ
数
千
年
を
更へ

、
数
聖
人
の
心
力
知
巧
を
更
て
成（
（（
（

」
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
聖
人
は
大
き
く
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
人
び
と
の
生
活
を
豊
か

に
し
た
伏ふ
く
ぎ羲
・
神
農
・
黄
帝
の
「
利
用
厚
生
の
道
」
の
段
階
と
、「
堯
舜
に

至
り
て
、
礼
楽
を
制
作
し
、
し
か
う
し
て
正
徳
の
道
始
め
て
成
り
」「
王
道

こ
こ
に
肇は
じ
ま
る
」
段
階
で
あ
る
。
堯
舜
は
礼
楽
を
制
作
し
て
「
正
徳
の
道
」、

道
徳
に
基
づ
く
「
王
道
」
の
行
わ
れ
る
国
家
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
、夏
・
殷
・

周
の
「
三
代
の
聖
人
も
、
ま
た
み
な
堯
舜
の
道
に
遵し
た
がひ
、
礼
楽
を
制
作
」
し

て
、
国
家
は
長
く
安
定
し
て
存
続
し
た
。
こ
の
国
家
を
安
定
的
に
統
治
す
る

礼
楽
の
道
を
制
作
し
た
七
人
の
聖
人
を
称
え
る
の
で
あ
る（
（（
（

。

そ
れ
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
徳
、
そ
の
広
大
高
深
に
し

て
、
備
ら
ざ
る
者
な
き
は
、
あ
に
名
状
す
べ
け
ん
や
。
た
だ
そ
の
事
業

の
大
な
る
、
神
化
の
至
れ
る
は
、
制
作
の
上
に
出
づ
る
者
な
き
を
以
て
、

故
に
こ
れ
に
命な
づ

け
て
聖
人
と
曰
ふ
の
み
。

　

そ
し
て
、
孔
子
は
こ
の
七
人
の
帝
王
的
存
在
で
あ
る
聖
人
＝
先
王
の
道
を

六
経
に
ま
と
め
て
、
後
世
に
伝
え
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
た
だ
し
、
礼
楽
は
道
の
最

重
要
視
さ
れ
る
要
素
で
あ
る
が
、
徂
徠
の
道
は
も
っ
と
広
範
囲
に
及
ぶ（
（（
（

。

道
な
る
者
は
統
名
な
り
。
礼
楽
刑
政
凡お
よ

そ
先
王
の
建
つ
る
所
の
者
を
挙

げ
て
、
合
せ
て
こ
れ
を
命な
づ

く
る
な
り
。

　

す
な
わ
ち
、
礼
楽
の
ほ
か
に
刑
政
な
ど
、
先
王
が
統
治
の
た
め
に
制
作
し

た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
む
の
で
あ
る
。

　

王
道
の
行
わ
れ
る
礼
楽
刑
政
の
道
を
制
作
し
た
聖
人
、
先
王
の
目
的
は
、

「
先
王
の
道
は
、天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り（
（（
（

」で
あ
る
。「
天
下
を
安
ん
ず
る
」

と
は
、「
要
は
民
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
の
み（
（（
（

」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
相
親

し
み
相
愛
し
相
生
じ
相
成
し
相
輔
け
相
養
ひ
相
匡た
だ

し
相
救
ふ
」「
能よ

く
億
万

人
を
合
し
て
、
そ
の
親
愛
生
養
の
性
を
遂
げ
し
む
る（

（1
（

」
こ
と
で
あ
り
、
民
衆

に
安
定
し
た
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
聖
人
の
礼
を
制

す
る
は
、
人
情
に
本
づ
く（
（（
（

」
と
、
聖
人
は
道
を
人
情
に
基
づ
い
て
制
作
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
徂
徠
学
は
民
本
主
義
を
説
い
た
よ
う
に
錯
覚

す
る
。
次
の
よ
う
に
士
農
工
商
の
身
分
制
は
、
互
い
に
助
け
合
う
た
め
に
聖

人
が
制
作
し
た
と
、
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
一
文
も
あ
る（
（（
（

。

世
界
の
惣
体
を
士
農
工
商
之
四
民
に
立
候
事
も
、
古
の
聖
人
の
御
立
候

事
に
て
、
天
地
自
然
に
四
民
有
レ
之
候
に
て
は
無
二
御
座
一
候
。
農
は
田

を
耕
し
て
世
界
の
人
を
養
ひ
、
工
は
家
器
を
作
り
て
世
界
の
人
に
つ
か

は
せ
、
商
は
有
無
を
か
よ
は
し
て
人
の
手
伝
を
な
し
、
士
は
是
を
治
め

て
乱
れ
ぬ
や
う
に
い
た
し
候
。
各
其
自み
づ
か
らの
役
を
の
み
い
た
し
候
へ
共
、

相
互
に
助
け
あ
ひ
て
、
一
色
か
け
候
て
も
国
土
は
立
不
レ
申
候
。
さ
れ

ば
人
は
も
ろ
す
ぎ
な
る
物
に
て
、
は
な
れ
〴
〵
に
別
な
る
物
に
て
は
無

レ
之
候
へ
ば
、
満
世
界
の
人
こ
と
〴
〵
く
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給

ふ
を
助
け
候
役
人
に
候
。

　

た
し
か
に
「
相
互
に
助
け
あ
ひ
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
で
も
、
そ
れ
は
四
民
が
職
分
を
は
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
人
君
の
民

の
父
母
と
な
」
る
べ
く
、
す
な
わ
ち
個
人
に
と
っ
て
絶
対
的
存
在
で
あ
る
親

同
然
の
存
在
に
人
君
が
な
る
よ
う
に
「
助
け
」
る
の
で
あ
る
。
慈
愛
に
満
ち

た
父
母
と
は
方
向
が
逆
で
あ
る
。

　

徂
徠
学
は
身
分
制
に
厳
格
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
儒
教
の
最
高
の
徳
で
あ
る

仁
は
、「
仁
な
る
者
は
、
人
に
長
と
な
り
民
を
安
ん
ず
る
の
徳
を
謂
ふ
な
り
。

こ
れ
聖
人
の
大
徳
な
り（
（（
（

」と
、「
古
の
、天
下
に
君
た
る（
（（
（

」聖
人
に
帰
せ
ら
れ
た
。

儒
教
を
学
ん
で
官
僚
と
し
て
君
主
を
補
佐
す
る
君
子
は
、「
お
の
お
の
そ
の
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材
に
因
り
て
以
て
こ
れ
を
官
に
し
、
以
て
こ
れ
を
民
を
安
ん
ず
る
の
職
に
供

せ
ん
と
欲
す
る
の
み（
（（
（

」
と
、
能
力
に
応
じ
た
官
僚
と
な
っ
て
民
政
を
安
定
さ

せ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
君
子
に
と
っ
て
「
仁
を
輔
く
る
所
以（

（（
（

」
な
の
で

あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
が
徂
徠
学
の
身
分
制
度
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
民
は

仁
か
ら
疎
外
さ
れ
た
被
治
者
で
し
か
な
い
。

　

徂
徠
学
に
お
い
て
民
衆
は
、
被
治
者
と
し
て
愚
か
な
存
在
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る（
（（
（

。
術
な
る
者
は
、
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行
は
ば
、
自
然
に
し
て
そ
の
至
る

を
覚
え
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。「
民
は
こ
れ
に
由
ら
し
む
べ
し
」
の
ご
と

き
は
、
こ
の
意
あ
り
。
け
だ
し
先
王
の
道
は
み
な
術
な
り
。

　
「
術
」
を
用
い
れ
ば
自
然
と
達
成
す
る
と
説
い
て
い
る
が
、
次
の
「
民
は

こ
れ
に
由
ら
し
む
べ
し
」
と
は
、『
論
語
』
泰
伯
の
一
文
で
、
孔
子
が
愚
民

観
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
愚
か
な
民

衆
は
、
権
力
に
依
頼
さ
せ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、「
こ
れ
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
続
く
。
愚
か
な
民
衆
の

一
人
ひ
と
り
に
意
義
を
説
い
て
、
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
意
味

で
あ
る
。

　

総
じ
て
徂
徠
学
は
大
局
か
ら
も
の
を
み
る
。
そ
れ
は
上
か
ら
の
視
線
と
い

え
る（
（（
（

。先
王
の
道
は
、
そ
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ
ば
、
小
な
る
者
お
の
づ
か
ら

至
る
。（
中
略
）
故
に
大
を
識
る
者
を
賢
と
な
し
、
小
を
識
る
者
を
不

賢
と
な
す
。
後
人
の
不
賢
な
る
は
、
た
だ
小
を
の
み
こ
れ
見
る
。
銖
銖

に
し
て
こ
れ
を
称は
か

れ
ば
、
石
に
至
り
て
必
ず
差た
が

ひ
、
寸
寸
に
し
て
こ
れ

を
度は
か

れ
ば
、
丈
に
至
り
て
は
必
ず
過
つ
。
そ
の
論
、
務
め
て
精
微
の
極

を
窮
め
ん
と
欲
し
、
蚕
糸
を
析さ

き
、
牛
毛
を
剖さ

け
ど
も
、
そ
の
大
な
る

者
す
で
に
ま
づ
こ
れ
を
失
へ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　

徂
徠
の
こ
の
論
は
、
精
微
な
考
察
を
重
視
す
る
朱
子
学
の
修
養
論
が
、
一

木
一
草
の
理
を
窮
め
る
格
物
か
ら
始
ま
り
平
天
下
に
至
る
よ
う
に
、
朱
子
学

に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
そ
の
大
な
る
者
を
立
つ
れ

ば
、小
な
る
者
お
の
づ
か
ら
至
る
」
と
の
命
題
は
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

右
の
引
用
は
「
弁
道
」
に
よ
っ
た
。「
弁
名
」
で
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
一
節
が
違
っ
て
い
る
の
は
見
過
ご
せ
な
い（
（（
（

。

人
い
や
し
く
も
聖
人
の
教
へ
に
循し
た
がひ
て
そ
の
大
な
る
者
を
得
ば
、
す
な

は
ち
小
な
る
者
お
の
づ
か
ら
失
は
ざ
ら
ん
。
そ
れ
或
い
は
こ
れ
を
失
ふ

と
い
へ
ど
も
、
ま
た
大
害
な
し
。
何
と
な
れ
ば
す
な
は
ち
そ
の
大
な
る

者
を
失
は
ざ
る
が
故
な
り
。

　

こ
こ
で
徂
徠
は
、「
そ
れ
或
い
は
こ
れ
を
失
ふ
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
大
害

な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
を
得
れ
ば
小
も
得
ら
れ
る
と
の
命

題
は
、
か
な
ら
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
、
と
判
断
で
き

る
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。「
大
害
な
し
。
何
と
な

れ
ば
す
な
は
ち
そ
の
大
な
る
者
を
失
は
ざ
る
が
故
な
り
」
と
説
か
れ
る
。
こ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
大
害
」
に
な
ら
な
い
小
な
る
も
の
は
、
大
な
る

も
の
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
時
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
学
は
支
配
の
た
め
の
政
治
学
で
あ
る
。
政
治
に
は
大
所
・
高
所
か
ら

の
視
点
と
、
一
人
ひ
と
り
を
見
逃
さ
な
い
微
細
な
視
点
と
、
両
方
が
求
め
ら

れ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
学
に
は
後
者
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

聖
人
は
安
民
の
た
め
に
礼
楽
刑
政
の
道
を
制
作
し
た
。そ
れ
は「
み
な
術
」、

術
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
民
衆
観
は
、「
民
は
こ
れ
に
由
ら
し
む
べ
し
」
の
愚

民
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
視
線
は
大
な
る
も
の
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
時
に

小
な
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
す
る
、
上
か
ら
の
視
線
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
徂
徠
学
に
お
い
て
民
衆
教
化
の
方
策
は
、
道
徳
支
配
に

よ
る
徳
化
を
説
い
た
儒
教
の
伝
統
と
は
異
質
で
あ
っ
た
。『
政
談
』
に
は
次

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
（
277
）。

古
聖
人
の
道
に
、
民
に
孝
悌
を
教
ゆ
る
こ
と
を
第
一
と
言
る
も
、
儒
者
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な
ど
に
講
釈
を
さ
せ
て
民
に
聞
せ
、
民
の
自
か
ら
発
得
し
て
孝
悌
に
成

る
様
に
す
る
こ
と
と
心
得
る
は
、
大
ひ
な
る
誤
也
。
右
に
云
る
如
く
、

其
町
村
の
睦
じ
く
、
民
の
風
俗
の
善
な
る
様
に
、
奉
行
の
仕
込
こ
と
を
、

孝
悌
を
教
ゆ
る
と
は
云
也
。

　

す
な
わ
ち
、
民
衆
に
道
徳
を
説
き
聞
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
支
配
そ
の
も

の
が
教
化
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
学
に
お
い
て
聖
人
と
は
、至
尊
で
あ
る
天
に
通
じ
て
礼
楽
刑
政
の
道
、

政
治
制
度
を
制
作
し
た
先
王
、
建
国
の
帝
王
的
存
在
で
あ
り
、
信
仰
の
対
象

で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
聖
人
の
教
を
体
得
し
、
そ
の
普
遍
性
を
認
識
す
る
こ
と

を
求
め
る（
（1
（

。

学
者
い
や
し
く
も
能よ

く
一
意
に
聖
人
の
教
へ
に
遵し
た
がひ
、
こ
れ
に
習
ふ
こ

と
久
し
く
、
こ
れ
と
化
せ
ば
、
し
か
る
の
ち
能
く
聖
人
の
教
へ
の
万
世

に
亘
り
て
、
得
て
易か

ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
見
る
な
り
。

　

聖
人
の
教
を
体
得
し
認
識
し
た
学
者
は
、次
に
そ
れ
を
支
配
者
に
説
い
て
、

礼
楽
刑
政
の
道
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
す
の
で
あ
る（
（（
（

。

王
公
大
人
な
ど
当
務
多
き
人
の
、
か
く
の
如
く
に
学
ぶ
こ
と
か
た
か
る

べ
し
。
夫そ
れ

は
只
聖
人
の
道
を
会
得
し
た
る
人
に
習
ひ
染
て
、
ひ
た
す
ら

に
其
人
を
た
の
む
心
に
な
り
て
、
吾
も
の
ず
き
を
出
さ
ず
、
其
人
の
教

に
随
ひ
て
、
年
月
を
つ
ま
ば
、
自
然
に
智
恵
の
働
き
各
別
に
な
り
、
右

の
如
く
に
自
身
に
学
た
る
と
、
何
の
か
わ
り
め
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な

り
。

　

か
く
し
て
徂
徠
学
は
、
礼
楽
刑
政
の
制
度
化
を
求
め
る
改
革
の
思
想
と
し

て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
徂
徠
に
そ
の
機
会
は
訪
れ
た
。
吉
宗
に
信
頼
さ
れ

た
徂
徠
は
、
拝
謁
を
許
さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
改
革
を
求
め
る
『
政
談
』
を

献
上
し
た
の
で
あ
る
。

四　

現
状
認
識

　

徳
川
幕
府
が
成
立
し
て
か
ら
百
年
余
、
こ
の
間
、
着
実
に
奢
り
が
進
行
し
、

抜
き
差
し
な
ら
な
い
風
俗
に
な
っ
て
い
た
（
331
）。

慶
長
の
比こ
ろ

よ
り
今
日
に
至
て
は
既
に
百
年
に
及
ぶ
。
其
時
よ
り
は
段
々

に
世
上
の
人
、
高
下
貴
賎
に
不
レ
限
、
人
々
の
身
持
、
家
の
暮
方
、 

不
レ
覚
奢
に
な
り
、
今
は
又
其
奢
世
の
風
俗
と
な
り
て
、
世
界
の
常
と

な
る
故
、
是
を
可
レ
止
様
な
し
。

　

右
の
引
用
で
は
、
百
年
間
に
次
第
に
進
行
し
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、

徂
徠
の
認
識
で
は
二
節
に
み
た
よ
う
に
、
元
禄
期
に
「
抜
群
に
代
」
っ
た

（
290
）
の
で
あ
る
。
そ
の
元
凶
は
、
武
士
が
「
衣
食
住
を
始
め
箸
一
本
も
買

調
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
295
）
城
下
町
集
住
の
た
め
に
商
品
貨
幣
経
済
に
巻
き
込

ま
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
都
市
で
の
生
活
は
支
配
身
分
で
あ
っ
た
武
士
に
と
っ

て
、
身
分
を
飾
る
華
美
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

風
俗
が
変
わ
っ
た
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
武
家

柔
か
に
し
て
、
然
も
愚
に
成
り
」（
273
）、
奉
公
人
が
欠
落
・
逐
電
し
て
も
「
手

討
成
敗
」
は
し
な
い
で
金
で
処
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
272
）。
ま
た
遊
女

屋
や
歌
舞
伎
に
通
い
、「
傾
城
町
・
野
郎
町
の
詞
を
無
二
遠
慮
一
使
ひ
」「
是

を
真
似
ぬ
は
田
舎
者
と
言
詈の
の
し」
る
（
284
）。「
任
侠
の
風
」
も
絶
え
て
（
273
）、

「
親
類
近
付
」
で
浪
人
と
な
っ
た
も
の
の
面
倒
は
み
な
く
な
り
、「
唯
利
勘
の

心
強
な
る
」（
285
）。
要
す
る
に
武
骨
も
の
で
一
族
郎
党
が
団
結
し
て
対
処
し

て
き
た
武
士
が
、
華
美
な
都
市
生
活
に
流
さ
れ
て
古
来
の
風
を
失
い
、
金
銭

を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
ん
に
金
銭
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
都
会
で
あ
る
城

下
町
、
徂
徠
は
御
城
下
と
表
現
し
て
江
戸
を
論
じ
て
い
る
の
で
以
後
は
江
戸

と
い
お
う
、
江
戸
に
は
武
士
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
商
人
が
い
て
何
か
と

便
利
で
あ
る
。「
昔
の
武
士
は
兼
て
心
掛
よ
く
、
左
様
の
こ
と
有
て
も
手
支
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へ
無
レ
之
様
に
了
簡
支
度
し
て
置
た
る
」（
308
）
と
、
か
つ
て
の
武
士
は
何

事
が
起
き
て
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
準
備
万
端
調
え
て
い
た
が
、
そ
う
は

し
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
金
さ
へ
あ
れ
ば
如
何
様
の
火
急
な
る
事

も
間
に
合
」
う
（
308
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
一

見
合
理
的
で
あ
る
。
い
つ
使
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
を
、
何
か
ら
何
ま
で
買

い
調
え
て
お
く
な
ど
無
駄
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
徂
徠
は
我
々
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
二
点
の
弊
害
を
指
摘

す
る
。
一
つ
は
そ
こ
に
乗
じ
て
商
人
が
高
値
に
売
り
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。

（
308
～
309
）。
ま
た「
明
日
の
出
仕
に
下
々
の
合か
っ
ぱ羽
見
苦
し
と
夜
に
成
て
言
ば
、

急
に
人
を
走
ら
か
し
て
買
調
る
」
と
、
身
分
を
飾
る
た
め
に
値
段
を
考
え
ず

に
買
う
か
ら
で
あ
る
（
309
）。

　

高
い
商
品
を
買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
武
士
は
、
現
金
を
確
保
す
る
た
め
に
質

入
を
し
、
借
金
を
し
た
（
309
）。
か
く
し
て
武
士
は
困
窮
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
武
士
は
困
窮
化
を
招
く
ま
で
に
、
身
分
を
飾
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
原
因
と
し
て
徂
徠
は
、
小
笠
原
流
の
弊
害
を
挙
げ
る
（
314
～
315
）。

さ
て
今
の
世
に
は
実
の
礼
と
言
は
な
く
て
、
小
笠
原
と
言
物
を
礼
の
様

に
覚
る
也
。
小
笠
原
の
諸
礼
に
は
上
下
の
差
別
は
な
く
、
唯
真
草
行
と

云
こ
と
を
立
て
、
丁
寧
に
念
を
入
る
を
真
と
し
、
略
し
た
る
を
草
と

す
。
去さ
れ

ば
丁
寧
に
念
を
入
た
る
が
故
実
也
と
覚
ゆ
る
よ
り
、
近
年
は
何

も
か
も
丁
寧
に
念
を
入
る
ゝ
を
よ
き
人
と
思
ふ
人
多
し
。
こ
れ
に
よ
り

て
人
々
心
任
せ
に
詳
に
念
を
入
ん
と
す
る
こ
と
、
中
頃
よ
り
世
の
風
俗

と
な
り
て
、
物
の
数
品
多
く
な
る
。

　

礼
法
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
小
笠
原
流
は
身
分
上
下
の
差
別
は
し
な
い
で
、

「
丁
寧
に
念
を
入
る
を
」
重
ん
じ
る
。
そ
の
た
め
に
「
物
の
数
品
多
く
」
な
っ

た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
「
辺
り
を
見
合
す
る
風
俗
」（
315
）
も
形
成
さ
れ
た
。

　

具
体
的
に
増
え
た
品
と
し
て
裏
附
裃
と
鼻
紙
嚢
を
挙
げ
て
い
る
。
裏
附
裃

は
か
つ
て
は
三
万
石
の
嫡
子
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
で
は
徂
徠
の
子

も
持
っ
て
い
る
と
（
315
）。
鼻
紙
嚢
は
家
康
さ
え
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、

今
で
は
誰
で
も
懐
中
に
入
れ
て
い
る
と
（
316
）。
た
ん
に
増
え
た
だ
け
で
は

な
い
。
次
第
に
装
飾
も
き
ら
び
や
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

元
禄
期
に
な
る
と
そ
れ
が
い
っ
そ
う
進
行
し
て
、「
公
辺
の
勤
方
に
脇
を

見
合
せ
、
例
を
聞
合
せ
す
る
こ
と
を
肝
要
と
し
」「
世
間
並
を
見
合
せ
」「
格

式
作
法
の
様
な
る
物
も
世
に
連
れ
て
多
く
出
来
た
る
也
」（
316
）
と
、「
格
式

作
法
」
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
大
名
と
い
え
ど
も
格
式

の
た
め
に
倹
約
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
徂
徠
は
、
大
名
が
困
窮
化
す
る
第
一
の
原
因
を
、
幕
府
の
大
名

統
制
策
で
あ
る
参
勤
交
代
と
御
手
伝
普
請
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
当
時
の

「
金
銀
の
代か
わ
り
め目
」、
吉
宗
の
よ
る
通
貨
量
縮
小
の
デ
フ
レ
政
策
に
求
め
る
（
321

～
322
）。
そ
れ
故
の
こ
そ
、
大
名
は
倹
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
遇
に

あ
る
の
だ
が
、
格
式
の
た
め
に
で
き
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

（
322
）。其

倹
約
す
べ
き
様
な
き
子
細
を
詮
議
す
る
に
、
大
名
の
格
と
言
物
に
支
つ
か
え

て
、
今
は
石
に
て
手
を
詰
た
る
様
に
成
て
、
倹
約
を
す
べ
き
様
無
な
り

た
り
。
其
格
と
言
物
は
、
朝
夕
の
身
の
持
様
、
衣
服
・
飲
食
・
器
物
・

家
居
、
人
の
使
ひ
方
、
奥
方
の
作
法
、
音
信
・
贈
答
、
使
者
の
次
第
、

御
城
下
徘
徊
の
供
廻
り
、
道
中
の
次
第
よ
り
、
冠
婚
喪
祭
の
礼
迄
、
古

の
制
度
に
も
非
ず
、
亦
公
儀
よ
り
定
玉
ふ
法
に
も
非
ず
。
世
の
風
俗
に

て
自
然
と
奢
美
に
成
た
る
に
、
傍
を
見
合
せ
、
時
の
風
俗
に
て
出
来
た

る
事
の
年
久
く
取
行
故
、
当
時
に
至
て
は
是
を
格
と
号な
ず
けて
、
其
身
も
家

来
も
脇
よ
り
も
一
大
事
と
心
得
、
此
格
を
は
づ
れ
て
は
大
名
と
云
詮
な

し
と
思
ふ
人
の
心
也
。
其
中
に
末
の
考
へ
も
無
く
し
た
る
事
も
、
多
は

世
の
奢
に
連
て
出
来
た
る
時は
や
り
ご
と

行
事
の
、
年
久
く
成
て
堅
ま
り
た
る
こ
と

に
て
、
役や

く
た
い体
も
な
き
事
ど
も
也
。
去さ
れ

ど
も
是
を
格
と
覚
居
る
故
、
是
を

少
も
損
益
す
る
事
不
レ
成
、
石
に
て
手
を
詰
た
る
様
也
。
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公
式
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、「
世
の
奢
に
連
て
出
来
た
る
」
も
の

に
す
ぎ
な
い
格
式
な
の
に
、「
朝
夕
の
身
の
持
様
」
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
物
事
に
及
ん
で
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ
の
う
え
、

当
時
の
大
名
家
は
「
内
証
の
奢
近
来
以も
っ
て
の
ほ
か外
に
超
過
す
」、
す
な
わ
ち
奥
向
の

経
費
が
増
大
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
身
分
の
高
い
公
家
の
娘
と
結
婚
す

る
か
ら
で
あ
り
、
子
を
生
ん
だ
妾
を
本
妻
同
様
に
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
も
格
式
と
な
っ
て
い
た
（
322
～
323
）。

　

下
級
武
士
も
物
価
高
の
た
め
に
生
活
に
苦
し
み
な
が
ら
も
奢
り
、
身
分
を

飾
る
華
美
な
暮
ら
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
三
〇
俵
二
人
扶
持
し
か

俸
禄
が
な
い
同
心
は（
（（
（

、「
同
心
の
類
は
御
宛
行
に
て
妻
子
を
養
ふ
こ
と
な
ら

ず
。
何
れ
も
様
々
の
細
工
を
為
て
売
り
、
夫そ
れ

を
御
宛
行
に
合
せ
て
妻
子
を
養

ひ
、
家
を
持
て
、
漸
に
御
番
を
勤
む
」（
264
）
境
遇
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
生

活
の
現
状
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
331
）。

此
三
四
十
年
以
前
は
、
同
心
の
家
に
畳
を
し
き
た
る
家
な
し
。
上
下
を

著
る
こ
と
な
し
。
今
は
畳
を
し
き
、
唐か
ら
か
み紙
を
立
、
家
居
も
身
上
よ
け
れ

ば
与
力
と
さ
の
み
替
り
な
し
。
上
下
を
著
て
出
た
る
所
は
、
よ
き
知
行

取
な
り
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
武
士
は
、
譜
代
の
家
来
を

「
皆
暇
を
出
し
て
、
今
は
武
家
に
絶
て
な
し
」（
291
）
と
、
持
た
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、譜
代
は「
我
家
に
属
し
た
る
者
」な
の
で
、い
ろ
い
ろ「
世

話
に
為せ

ね
ば
成
ぬ
者
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
悪
き
人
柄
」
だ
と
、江
戸
は
「
諸

方
の
人
入
込
故
、
下
々
に
附
、
出
入
の
出
来
る
事
嫌
ふ
心
第
一
也
」
と
の
理

由
で
、
出
替
り
奉
公
人
に
改
め
た
の
で
あ
る
（
292
～
293
）。「
譜
代
の
家
来
は

其
主
人
と
同
く
備
立
に
列
る
」（
292
）
立
派
な
軍
事
力
で
あ
る
が
、
一
年
契

約
の
奉
公
人
な
ど
を
連
れ
て
出
陣
し
て
も
、「
箱
根
を
も
笛う
す
い吹
を
も
越
た
ら
、

皆
欠
落
仕
る
べ
し
」（
293
）
と
徂
徠
は
指
摘
し
て
、
譜
代
の
確
保
を
説
く
が
、

そ
れ
は
次
節
に
論
じ
よ
う
。

　

そ
の
出
替
り
の
奉
公
人
さ
え
も
、
武
士
は
「
身
上
相
応
に
持
事
成
ぬ
様
に

成
」
っ
た
。
理
由
の
一
つ
は
物
価
高
で
あ
る
が
（
292
）、
彼
ら
の
暮
ら
し
も

彼
ら
な
り
に
向
上
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
前
と
違
っ
て
伽き

ゃ
ら羅
の

油
・
元
結
・
刻
み
烟
草
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
の
た
め
に
、「
給
金
に

て
は
足
ら
ぬ
程
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
331
）。
か
く
し
て
給
金
は
高

騰
し
、
四
、五
〇
年
前
は
若
党
が
二
両
ば
か
り
、
中
間
が
三
分
か
一
両
で
あ
っ

た
も
の
が
、
若
党
が
三
、四
両
に
、
中
間
が
二
両
二
、三
分
に
な
っ
た
（
292
）。

　

そ
の
う
え
彼
ら
の
仕
事
も
、「
供
一
辺
と
云
こ
と
中
比ご
ろ

よ
り
出
来
ぬ
」
と
、

ほ
か
の
仕
事
は
し
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
ば
以
前
は
普
請
が
あ
る
と
人
足
に

動
員
さ
れ
た
の
だ
が
、
当
時
は
日
雇
人
足
に
変
わ
っ
た
。
ま
た
二
、三
〇
年

前
か
ら
米
舂
屋
が
で
き
て
、
彼
ら
は
米
を
舂
か
な
く
な
っ
た
（
292
）。
こ
う

し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
武
士
の
出
費
は
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

　

武
士
の
奢
り
の
進
行
と
は
消
費
の
拡
大
で
あ
り
、
そ
れ
は
商
品
貨
幣
経
済

の
発
展
を
も
た
ら
し
た
。
江
戸
の
町
人
人
口
は
「
年
々
弥い
や
ま
し増
て
」（
306
）、
町

は
拡
大
し
た
（
265
）。

民
の
心
侭
に
家
を
建
続
け
る
故
、
江
戸
の
疆
限
年
々
に
弘
ま
り
行
き
、

誰
許
す
と
も
無
く
、
奉
行
御
役
人
に
も
一
人
と
し
て
心
附
人
も
無
て
、

何い

つ
の
間
に
か
、
北
は
千
住
、
南
は
品
川
ま
で
家
続
に
成
た
る
也
。

　

増
大
し
た
町
人
の
消
費
生
活
も
活
発
で
、
町
人
の
「
暮
し
の
物
入
莫
大
に

し
て
、
武
士
の
知
行
は
皆
商
人
に
吸
と
ら
る
」（
306
）
よ
う
に
な
っ
た
。
商

人
は
武
士
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
、
武
士
に
奉
仕
す
る
た
め
に
置
か
れ
た

は
ず
で
あ
っ
た
の
に
、
主
客
が
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
の
実
権
は
商
人

の
掌
中
に
握
ら
れ
た
。
そ
れ
故
に
「
少
も
能よ
き

町
人
は
」「
金
さ
え
有
ば
大
名

と
同
じ
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
町
人
の
消
費
の
拡
大
は
、「
是
諸
物
を
用
る
人

多
き
故
、
諸
色
の
高た
か
ね直
な
る
こ
と
尤
也
」
と
、
物
価
高
の
一
大
原
因
と
な
っ

た
の
で
あ
る
（
328
）。

　

経
済
の
実
権
を
掌
握
し
た
商
人
の
力
を
さ
ら
に
強
め
た
の
が
、
元
禄
の
改
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鋳
の
よ
る
イ
ン
フ
レ
で
あ
る
（
332
）。

其
金
民
間
に
広
ま
り
、
民
間
金
多
く
な
り
し
故
、
人
は
弥
奢
り
、
商
人

愈
利
を
得
て
、
一
人
の
身
、
一
軒
の
家
に
て
も
物
入
の
品
多
く
な
り
、

又
竃
の
数
、
一
軒
は
二
軒
に
ふ
え
、
二
軒
は
四
軒
・
五
軒
に
ふ
え
た
り
。

御
城
下
の
端
々
に
家
居
立
続
き
た
る
こ
と
、
亦
田
舎
の
末
々
迄
商
人
の

一
面
に
行
渡
り
ぬ
る
こ
と
、
某
覚
て
も
元
禄
以
後
の
こ
と
也
。

　

イ
ン
フ
レ
の
お
か
げ
で
商
人
は
利
益
を
え
て
奢
り
、
町
人
の
消
費
も
拡
大

し
た
の
み
な
ら
ず
、
軒
数
も
大
幅
に
増
加
し
た
。
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
商

人
は
広
く
農
村
部
に
ま
で
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

い
か
に
町
人
が
栄
え
た
か
、
徂
徠
は
そ
の
典
型
と
し
て
仕し
ま
う舞
た
屋
を
挙
げ

る
。
仕
舞
た
屋
と
は
賃
貸
住
宅
業
者
で
あ
る
が
、
家
守
に
管
理
さ
せ
て
自
分

は
な
ん
の
仕
事
も
せ
ず
に
、
上
が
り
で
生
活
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠

は
風
俗
の
害
に
な
る
の
で
、「
何
に
て
も
工
商
の
業
を
勤
め
さ
す
べ
し
」
と

提
唱
し
て
い
る
（
276
）。

　

仕
舞
た
屋
が
出
現
し
た
の
は
人
口
が
増
大
し
て
、
地
代
が
高
く
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
い
か
に
高
騰
し
た
か
を
、
徂
徠
は
荻
生
家
の
実
例
で
紹
介
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
祖
父
玄
甫
が
江
戸
に
出
て
き
た
と
き
に
五
〇
両
で

買
っ
た
屋
敷
が
、
八
〇
年
後
に
父
方
庵
が
売
っ
た
と
き
に
は
、
二
〇
〇
〇
両

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
327
）。
江
戸
の
町
が
拡
大
し
、
い
か
に
商
品
貨

幣
経
済
が
発
展
し
た
か
を
、
象
徴
的
に
示
す
実
話
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
の
商
人
が
進
出
し
た
農
村
部
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が

み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
消
費
生
活
の
活
性
化
が
指
摘
さ
れ
る

（
328
）。田

舎
の
者
も
江
戸
の
御
城
下
を
見
習
て
、
是
又
金
次
第
に
、
何
事
も
江

戸
の
町
人
に
負
じ
劣
じ
と
奢
を
す
る
こ
と
に
今
は
成
た
り
。

　

江
戸
か
ら
商
人
が
行
き
、
物
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
と

理
解
で
き
る
。
こ
れ
も
消
費
の
拡
大
で
あ
り
、
物
価
高
の
一
因
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
以
前
の
農
村
は
「
皆
米
麦
に
て
買
た
る
」
段

階
に
あ
っ
た
が
、「
元
禄
の
頃
よ
り
田
舎
へ
も
銭
行
渡
て
、
銭
に
て
物
を
買

こ
と
に
成
た
り
」
と
、
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
段
階
に
至
っ
た
（
330
）。
そ

の
な
か
か
ら
「
総
て
百
姓
の
奢
盛
な
る
よ
り
、
農
業
を
厭
ひ
、
商
人
と
な
る

こ
と
近
来
盛
に
て
」（
362
）
と
、
受
身
で
は
な
く
積
極
的
に
商
売
を
す
る
在
郷

商
人
が
出
現
し
た（
（（
（

。
た
だ
し
、
何
を
売
買
し
て
い
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

地
主
経
営
も
変
化
し
た
。
農
村
で
も「
譜
代
は
損
也
。
出
替
り
者
が
よ
し
」

と
、
譜
代
か
ら
奉
公
人
へ
と
以
前
に
変
わ
っ
た
が
、
当
時
は
さ
ら
に
小
作
に

変
わ
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
（
291
）。

大
百
姓
も
田
地
を
不
レ
残
手
前
に
作
る
に
は
作
男
の
数
も
入
り
、
切
米

に
物
入
る
と
て
、
多
く
は
入
作
に
し
て
、
手
前
に
せ
ぬ
こ
と
に
な
る
。

　
「
作
男
」
奉
公
人
の
「
切
米
」
給
料
が
「
物
い
る
」
高
騰
し
た
の
で
、「
入
作
」

小
作
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
豪
農
が
寄
生
地
主
化
し
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
寄
生

地
主
と
な
っ
た
豪
農
は
、
そ
の
収
入
で
何
も
せ
ず
に
生
活
し
て
い
る
と
、
徂

徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
276
）。

田
舎
に
て
も
、
大
百
姓
の
農
業
を
せ
ず
、
田
地
を
皆
小
作
に
作
ら
せ
、

其
身
は
江
戸
の
仕
舞
た
屋
の
真
似
を
す
る
者
近
年
は
多
く
見
ゆ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
受
入
れ
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
世
の
豪
農
は
地
主

で
あ
る
と
と
も
に
、
醸
造
な
ど
の
産
業
を
経
営
し
、
ま
た
質
屋
の
よ
う
な
金

融
業
を
営
ん
で
い
る
の
が
、
一
般
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る（
（（
（

。
こ
の
場
合
、
右

の
在
郷
商
人
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
徂
徠
は
言

及
し
て
い
な
い
。
徂
徠
の
農
村
の
描
写
は
詳
細
で
は
な
い
。
し
か
し
、
元
禄

以
降
、
商
品
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
、
在
郷
商
人
と
寄
生
地
主
が
台
頭
し
た
こ

と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
農
民
層
分
解
が
生
じ
て
い
る
と
、
推
測
で

き
る
。

　

城
下
町
江
戸
に
住
ん
だ
武
士
は
奢
り
、
身
分
を
飾
る
消
費
を
拡
大
し
た
。

そ
れ
は
物
価
高
を
招
き
、
武
士
は
困
窮
化
し
た
。
奢
り
は
武
家
奉
公
人
を
含
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む
武
家
社
会
全
体
を
覆
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
格
式
と
し
て
固
定
化
し
、

倹
約
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
方
、商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
の
結
果
、

商
人
が
台
頭
し
、
経
済
の
実
権
は
商
人
の
手
に
移
っ
た
。
江
戸
の
町
は
拡
大

し
、物
価
高
を
昂
進
さ
せ
た
。さ
ら
に
元
禄
の
イ
ン
フ
レ
は
こ
の
傾
向
を
い
っ

そ
う
促
進
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
農
村
へ
も
商
品
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
。

封
建
社
会
の
基
盤
で
あ
る
農
村
も
、
変
質
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

五　

根
本
的
改
革

　
『
政
談
』
巻
之
二
は
経
済
論
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
頭
を
徂
徠
は
次
の
よ
う

に
記
し
た
（
303
）。

太
平
久
く
続
く
と
き
は
漸
々
に
上
下
困
窮
し
、
夫そ
れ

よ
り
し
て
紀
綱
乱
て

終
に
乱
を
生
ず
。
和
漢
古
今
共
に
治
世
よ
り
乱
世
に
移
る
こ
と
は
、
皆

世
の
困
窮
よ
り
出
る
こ
と
、
歴
代
の
し
る
し
、
鑑
に
掛
て
明
か
也
。
故

に
国
天
下
を
治
る
に
は
、先
富と
み
ゆ
た
か豊
な
る
様
に
す
る
こ
と
、是
治
の
根
本
也
。

　

儒
者
特
有
の
治
乱
興
亡
の
循
環
史
観
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
徂
徠
は
治
世
か

ら
乱
世
に
向
か
う
必
然
性
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
な
る
原
因
で

あ
る
困
窮
を
除
く
対
策
を
立
て
る
こ
と
が
、
政
治
の
要
諦
で
あ
る
と
宣
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
救
済
策
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
金
銀

な
ど
の
御
救
で
は
、「
御
蔵
の
金
を
悉
く
御
出
払
ひ
あ
り
て
御
救
ひ
な
さ
れ

て
も
、
又
跡
よ
り
元
の
如
く
成
べ
し
」（
304
）
と
、
否
定
す
る
。
そ
う
で
は

な
く
て
、「
一
銭
も
不
レ
費
し
て
下
の
恵
と
な
る
」「
聖
人
の
道
に
し
く
は
な

し
」（
304
）
と
提
唱
す
る
。
そ
の
大
綱
は
土
着
と
制
度
化
で
あ
る
（
305
）。

古
の
聖
人
の
法
の
大
綱
は
、
上
下
万
民
皆
土
に
在
着
け
て
、
其
上
に
礼

法
の
制
度
を
立
る
こ
と
、
是
治
の
大
綱
也
。
当
時
は
此
二
色
欠
た
る
よ

り
、
上
下
困
窮
し
、
種
々
の
悪
事
も
出
る
也
。

　

こ
こ
で
は
二
点
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
困
窮
の
原
因
は
、
土
着
と
「
礼
法

の
制
度
」
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
の
指
摘
で
あ
る
。
な
お
土
着
も
一
種
の
制

度
で
あ
る
か
ら
、こ
こ
で
は
「
礼
法
の
制
度
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

徂
徠
は
『
政
談
』
に
お
い
て
普
通
は
「
礼
法
の
制
度
」
と
は
表
現
し
な
い
で
、

た
ん
に
「
制
度
」
と
表
現
し
て
い
る
。
第
二
に
二
つ
の
順
序
は
土
着
↓
制
度

で
あ
る
点
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
上
下
と
も
に
豊
か
に
な
る
、
土
着
を
含
む
、
た
し
か
な
制
度
の
確

立
を
模
索
し
た
。
こ
の
た
め
当
時
、
吉
宗
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
享
保

改
革
の
倹
約
令
に
は
、批
判
的
で
あ
っ
た
。第
一
に
制
度
で
は
な
い
の
で
、「
下

た
る
者
可
レ
守
様
な
く
、唯
「
上
に
は
御
物
数
奇
」
等
の
様
に
取
沙
汰
す
る
迄
」

だ
か
ら
で
あ
る
（
339
）。
ま
た
享
保
の
倹
約
令
は
、「
前
代
迄
の
よ
う
な
身
分

を
弁
え
ぬ
贅
沢
を
禁
止
す
る
命
令
で
は
な
く
、
支
出
減
少
令
で
あ
っ
た（
（（
（

」
こ

と
は
、
二
点
の
批
判
を
招
い
た
。
一
つ
は
次
に
述
べ
る
身
分
差
別
の
問
題
で

あ
る
。第
二
は
通
貨
量
縮
小
下
の
デ
フ
レ
政
策
に
よ
る
幕
府
の
財
政
再
建
は
、

「
上
に
計
り
御
倹
約
有
て
御
勝
手
直
り
た
り
と
も
、
万
民
困
窮
せ
ば
不
レ
宜

御
事
也
」（
445
）
と
、
民
衆
の
困
窮
の
原
因
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
制
度
と
は
何
か
（
311
）。

制
度
と
云
は
法
制
・
節
度
の
事
也
。
古
聖
人
の
治
に
制
度
と
言
物
を
立

て
、
是
を
以
て
上
下
の
差
別
を
立
、
奢
を
押
へ
、
世
界
を
豊
か
に
す
る

の
妙
術
也
。

　

制
度
と
は
法
制
・
節
度
（
適
当
な
ほ
ど
あ
い
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
聖
人

は
身
分
相
応
の
差
別
を
立
て
て
奢
り
を
押
さ
え
、
世
の
中
を
豊
か
に
し
た
と

説
い
て
い
る
。し
か
し
、当
時
の
日
本
は
大
乱
の
た
め
に
制
度
が
亡
び
て
、「
上

下
共
に
心
侭
の
世
界
と
成
」
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
311
）。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
土
着
を
除
い
た
「
礼
法
の
制
度
」
か
ら
、
み
て
み
よ
う
。

　
「
上
下
の
差
別
を
立
」
て
る
う
え
で
の
民
衆
観
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。「
田
舎
の
人
は
風
俗
に
て
雑
穀
を
食
す
る
故
、
何
程
多
く
て
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も
余
ら
ぬ
者
也
」（
279
）。
農
民
は
雑
穀
を
主
食
と
す
る
の
で
過
剰
人
口
は
な

い
、
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
近
世
の
農
民
は
一
般
的
に
、
祭
礼
か

農
繁
期
以
外
は
米
を
食
べ
ず
に
、
雑
穀
を
食
べ
て
い
た
。
二
節
に
み
た
よ
う

に
、
上
総
の
農
村
で
青
年
期
を
過
ご
し
た
徂
徠
は
貧
し
い
農
民
の
生
活
を

知
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
に
同
情
し
て
改
善
し
よ
う
と
発
想
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
農
民
の
貧
し
い
生
活
を
当
然
視
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
下
々

は
食
生
活
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
貧
し
く
あ
れ
と
説
い
た

（
313
）。扠

上
下
の
差
別
を
立
る
事
は
、
上
た
る
人
の
身
を
高
ぶ
り
て
下
を
賎
む

る
意
よ
り
制
度
を
立
る
に
は
非
ず
。
総
じ
て
天
地
の
間
に
万
物
を
生
る

こ
と
各
其
限
り
あ
り
。
日
本
国
中
に
は
米
が
如
何
程
生
る
、
雑
穀
如
何

程
生
る
、
材
木
何
程
生
じ
て
何
十
年
を
経
て
是
程
の
材
木
に
成
と
言
よ

り
、
一
切
の
物
各
其
限
り
有
事
也
。
其
中
に
善
も
の
は
少
く
、
悪
も
の

は
多
し
。
依
レ
之
衣
服
・
食
物
・
家
居
に
至
る
迄
、
貴
人
に
は
良
物
を

用
ひ
さ
せ
、
賎
人
に
は
悪
も
の
を
用
ひ
さ
す
る
様
に
制
度
を
立
る
と
き

は
、
元
来
貴
人
は
少
く
賎
人
は
多
き
故
、
少
き
も
の
を
ば
少
き
人
用

ひ
、
多
き
も
の
を
ば
お
ゝ
き
人
が
用
れ
ば
、
道
理
相
応
し
、
無
二
行
支
一
、

日
本
国
中
に
生
る
物
を
日
本
国
中
の
人
が
用
ひ
て
事
足
こ
と
也
。

　

単
純
再
生
産
と
国
内
自
給
経
済
の
前
提
の
う
え
に
制
度
は
立
て
ら
れ
る
。

そ
の
趣
旨
は
、上
が
下
を
賎
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
な
が
ら
、「
衣
服
・

食
物
・
家
居
に
至
る
迄
」、
少
数
の
貴
人
に
は
少
量
し
か
な
い
良
き
も
の
を
、

多
数
の
賎
人
に
は
大
量
に
生
産
さ
れ
る
悪
し
き
も
の
を
割
振
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
道
理
に
相
応
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
次
の
よ
う

に
そ
の
効
果
を
説
く
（
313
）。

此
制
度
不
レ
立
と
き
は
、
其
数
夥
き
賎
人
が
数
少
き
善
き
物
を
使
ひ
用

る
故
に
、
事
不
レ
足
し
て
、
も
の
ゝ
価
も
高た
か
ね直
に
な
る
、
又
其
数
夥
き

賎
人
に
も
美
物
を
望
の
侭
に
叶
へ
さ
せ
ん
と
す
る
故
、
そ
の
美
物
も
次

第
に
麤
相
に
成
行
也
。
又
右
の
如
く
上
下
の
差
別
な
き
故
、
上
下
混
乱

し
、
争
の
端
と
成
て
、
諸
の
悪
事
是
よ
り
生
る
也
。
兼
て
制
度
を
立
て

是
を
守
ら
す
る
と
き
は
、
人
々
其
節
限
・
分
量
を
し
る
故
、
分
に
過
た

る
奢
は
自
然
と
無
し
て
、
世
上
に
費
な
し
。

　

厳
格
な
身
分
制
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
人
び
と

は
分
限
を
知
っ
て
奢
り
は
な
く
な
り
、
物
価
高
も
解
消
さ
れ
る
。
ま
た
争
い

や
悪
事
も
な
く
な
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
需
要
が
供
給
を
生
み
、
競

争
が
品
質
を
高
め
る
と
の
発
想
は
な
い
。

　

右
の
議
論
は
貴
賎
・
上
下
と
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
貴
・
上
に
あ
た
る
支

配
身
分
で
あ
る
武
士
に
も
階
層
が
あ
っ
て
、
同
等
で
は
な
い
。
そ
の
間
も
厳

重
に
差
別
化
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
（
339
）。

制
度
を
立
る
仕
形
は
、
上
大
名
よ
り
下
小
身
の
諸
士
に
至
る
迄
、
衣
服

よ
り
家
居
・
器
物
・
食
事
・
供
廻
り
、
其
役
席
・
官
禄
の
限
を
以も
っ
て
た
つ立
べ

し
。
役
儀
の
品
、
席
の
高
下
、
官
の
高
下
、
禄
の
多
少
に
従
て
其
法
を

極
る
と
き
は
、
分
に
過
た
る
奢
は
仕し
た
く度
て
も
成
ら
ぬ
こ
と
也
。

　

こ
の
う
ち
徂
徠
は
衣
服
と
供
廻
り
を
重
視
し
て
、
少
し
詳
細
に
論
じ
て
い

る
。
当
時
の
武
士
の
正
装
は
将
軍
以
下
、
み
な
麻
裃
で
あ
っ
た
。
登
城
し
て

綱
吉
の
講
釈
を
聞
い
た
と
き
に
、
こ
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
涙
を
流

し
た
話
は
、『
政
談
』
の
な
か
で
も
有
名
な
話
の
一
つ
で
あ
る
（
314
）。

御
先
々
前
御
代
（
綱
吉
の
代
、
注
吉
田
）
に
易
の
御
講
釈
拝
聞
被
二
仰

付
一
、
某
式
も
登
城
し
て
御
講
釈
の
坐
に
列
り
し
時
、
熟つ
ら
つ
ら々

と
傍
を
見

廻
し
た
る
に
、
御
老
中
も
、
若
老
中
も
、
大
名
も
、
御
旗
本
も
、
有
官

無
官
と
も
に
某
等
が
衣
服
と
何
の
異
り
も
な
し
。
是
を
見
て
、
余
り
の

こ
と
に
涙
こ
ぼ
れ
て
茫
然
と
な
り
し
也
。

　

徂
徠
は
衣
服
の
違
い
を
、「
衣
服
の
品
に
依
て
役
席
・
官
禄
明
か
に
見
ゆ

る
時
は
、
自
ら
無
礼
な
し
」（
339
～
340
）
と
、
身
分
を
明
確
に
表
現
す
る
も

の
と
し
て
重
視
し
た
。
ま
た
倹
約
の
た
め
に
も
重
視
し
た
。
か
く
し
て
大
胆
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に
服
制
の
改
革
を
提
唱
し
た
。（
340
）。

衣
服
の
制
度
は
烏
帽
子
・
直
垂
を
用
る
に
非
れ
ば
不
レ
立
也
。

　

裃
か
ら
昔
の
直
垂
に
戻
せ
と
の
主
張
で
あ
る
。
理
由
は
、
裃
で
は
小
袖
が

み
え
る
の
で
、
装
飾
を
競
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
裃
は
種
類
が
多
く
、

附
属
の
衣
類
も
多
い
の
で
倹
約
に
な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
直
垂
な
ら
ば
下
は

み
え
な
い
の
で
、
下
に
何
を
着
て
い
て
も
よ
い
し
、
二
着
も
あ
れ
ば
一
年
過

ご
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
直
垂
は
地
も
一
定
し
、
色
も
一
定
し
、

紋
も
模
様
も
附
ら
れ
ず
、
抜
差
の
な
ら
ぬ
物
故
、
物
数
奇
す
べ
き
様
な
し
」

と
論
じ
て
、
直
垂
を
着
た
武
士
間
の
身
分
差
別
を
ど
う
表
現
す
る
か
は
説
い

て
い
な
い
（
340
）。
身
分
格
差
を
表
現
す
る
こ
と
と
倹
約
を
す
る
こ
と
と
の
、

二
つ
の
論
理
が
整
合
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
烏
帽
子
を
被
る
た

め
に
、
月
代
か
ら
総
髪
に
改
め
る
の
で
あ
る
（
341
）。

　

供
廻
り
も
衣
服
と
同
様
に
、「
供
廻
の
装
束
、
乗
物
・
馬
具
の
品
に
て
役

席
・
官
禄
明
か
に
見
ゆ
る
と
き
は
、
是
自
ら
途
中
の
無
礼
な
し
」（
340
）
と
、

視
覚
的
に
身
分
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
重
視
し
た
。そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

人
数
の
減
少
を
提
案
し
た
（
341
）。

供
廻
は
大
勢
召
連
る
こ
と
、
大
名
に
て
も
無
用
た
る
べ
し
。
国
持
大
名

も
当
時
一
万
石
の
供
廻
に
し
、
夫そ
れ

よ
り
段
々
に
減
少
し
、
二
三
百
石
以

下
は
供
一
人
と
云
程
の
こ
と
に
仕
度
こ
と
也
。

　

理
由
は
費
用
が
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
服
制
と
供
廻
り
の
改
正
は
身
分
を

表
現
す
る
の
み
で
な
く
、「
兎
角
倹
約
の
仕
形
、
人
の
困
窮
を
救
ふ
仕
形
、

烏
帽
子
・
直
垂
に
て
供
廻
り
を
減
少
す
る
よ
り
外
は
有
ま
じ
き
也
」（
342
）
と
、

困
窮
を
救
う
眼
目
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
武
士
の
改
革
は
、
日
光
社
参
を
契
機
に
し
て
実
施
す
る
よ
う
求

め
た
（
342
）。

右
の
如
く
衣
服
等
の
制
度
を
定
ん
に
は
、
代
り
目
の
際き

わ

、
境
無
て
は 

不
レ
叶
事
也
。
先
東
照
宮
へ
御
告
可
レ
有
事
也
。
日
光
御
社
参
を
被
二
仰

出
一
、二
三
年
前
よ
り
、「
御
供
廻
り
の
装
束
・
諸
大
名
参
詣
の
装
束
、

此
度
は
如
レ
此
可
レ
有
」
と
号
令
有
て
、
得
と
支し
た
く度
さ
せ
、
夫そ
れ

よ
り
直

に
平
日
に
用
る
様
に
有
度
こ
と
也
。

　

吉
宗
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
以
来
六
五
年
間
実
施
さ
れ
な
か
っ
た

日
光
社
参
を
、
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
実
施
し
た
。
徂
徠
は
こ
の
計

画
を
知
っ
て
、
絶
好
の
機
会
と
期
待
し
た
に
違
い
な
い
。

　

制
度
化
に
よ
っ
て
支
配
身
分
の
武
士
は
困
窮
か
ら
救
わ
れ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
武
士
に
も
倹
約
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
多
数
者
で
あ
る

下
々
の
被
支
配
身
分
で
あ
る
百
姓
・
町
人
に
は
、「
上
下
の
差
別
を
立
」
て

る
以
上
の
、「
最
初
に
町
人
・
百
姓
と
武
家
と
の
差
別
を
屹
度
可
レ
立
事
也
」

（
342
）
と
の
方
針
の
下
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
生
活
統
制
が
求
め
ら
れ
た

（
342
～
343
）。

町
人
・
百
姓
共
に
衣
服
は
麻
・
木
綿
な
る
べ
し
。
老
人
・
女
は
紬
迄
を

着
用
す
べ
し
。
其
外
堅
く
不
レ
可
レ
用
、
如
レ
此
立
る
と
き
は
、
仮
令
桟

留
・
カ
ナ
キ
ン
・
唐
木
綿
の
類
を
木
綿
の
内
也
と
て
用
る
様
な
る
紛
し

き
事
を
堅
く
可
レ
禁
。
家
居
に
は
床と
こ
・
違
棚
・
書
院
作
り
・
長な
げ
し押
造
り
・

切
目
縁
・
唐
紙
障
子
・
張
附
・
赤
塗
・
白
土
・
腰
障
子
・
舞
羅
戸
・
杉
戸
・

欄
間
の
類
、
玄
関
に
式
台
を
附
、
天
井
を
張
の
類
堅
く
禁
ず
べ
し
。
器

物
に
蒔
絵
・
梨
地
・
青
貝
・
黒
塗
・
朱
塗
并
に
金
・
銀
・
赤
銅
の
金
物

堅
く
可
レ
禁
。
脇
差
は
皮
柄つ
か
・
藤
柄
・
革
下
緒
を
用
ゆ
べ
し
。
糸
柄
・
金
・

銀
・
赤
銅
の
飾
り
堅
く
可
レ
禁
。
但
し
、
鞘
は
黒
塗
を
可
レ
許
。
乗
物

は
町
人
・
百
姓
共
に
可
レ
禁
。
紙
は
奉
書
・
杉
原
・
糊
入
・
美
濃
紙
・

中
杉
・
小
杉
、
尤
も
檀
紙
等
堅
く
可
レ
禁
。
燭
台
・
挑ち
ょ
う
ち
ん燈
・
合か
っ
ぱ羽
、
百

姓
に
は
堅
く
可
レ
禁
。

　

な
が
な
が
と
引
用
し
た
が
、和
服
や
日
本
建
築
・
調
度
品
に
疎
い
私
に
と
っ

て
、
イ
メ
ー
ジ
の
わ
か
な
い
品
物
の
ほ
う
が
多
い
が
、
要
す
る
に
す
べ
て
の

高
級
品
・
装
飾
品
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
食
料
品
は
な
い
が
、
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前
に
百
姓
は
「
雑
穀
を
食
す
る
」
と
の
指
摘
を
み
た
。
町
人
に
関
し
て
は
、

こ
の
改
革
が
成
功
し
た
と
き
に
は
、「
御
城
下
の
町
人
皆
雑
穀
を
食
す
る
様

に
可
レ
成
」（
345
）
と
、
展
望
さ
れ
て
い
る
。

　

被
支
配
身
分
で
あ
る
百
姓
・
町
人
は
、
雑
穀
を
食
べ
て
装
飾
の
な
い
安
価

な
必
需
品
の
み
で
暮
ら
す
の
が
身
分
相
応
だ
、
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
合
理
化
す
る
の
は
、
彼
ら
の
生
活
の
向
上
に
よ
る
出
費
の
増
大

は
困
窮
化
を
も
た
ら
す
、
と
の
考
え
方
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
続
け
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
（
343
）。

是
町
人
・
百
姓
を
憎
む
に
非
ず
。
彼
等
が
身
上
右
の
如
く
の
奢
り
に
依

て
物
入
多
く
、
暮
し
に
物
入
こ
と
は
今
は
常
に
成
た
れ
ば
、
此
制
法
出

る
こ
と
、
彼
等
が
為
に
も
能よ
き

こ
と
也
。

　

し
か
し
、
本
音
は
続
け
て
、「
第
一
右
の
諸
物
を
町
人
・
百
姓
心
侭
に
用

る
故
、
諸
色
の
直ね
だ
ん段
逐
日
高た
か
ね直
に
な
る
也
」（
343
）
と
語
ら
れ
る
。
前
に
も

み
た
よ
う
に
、
多
数
者
で
あ
る
身
分
の
賎
し
い
百
姓
・
町
人
が
良
き
物
を
消

費
す
る
こ
と
は
、
物
価
政
策
上
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
問
題
点
を
、
徂
徠
学
の
論
理
か
ら
確
認
し
よ
う
。
三
節
に
聖
人
は
人

情
に
基
づ
い
て
、安
民
の
た
め
に
礼
楽
刑
政
の
道
を
制
作
し
た
こ
と
を
み
た
。

制
作
さ
れ
た
道
は
、
次
に
生
活
水
準
を
国
家
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
程
度

に
と
ど
め
る
作
用
を
す
る
（
312
）。

往
古
の
聖
人
能よ
く

人
情
を
知
て
、
人
情
相
応
に
、
人
た
る
者
の
勝
手
能よ

く
、

亦
人
情
に
て
悪
き
方
へ
流
た
が
る
所
を
知
て
、
夫そ
れ

を
押
へ
玉
へ
る
。

　

人
情
は
「
悪
き
方
へ
流
」
れ
や
す
い
の
で
、
道
は
そ
れ
を
予
防
す
る
作
用

を
は
た
す
。
な
ぜ
悪
い
方
へ
流
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
華
美
を
好
む
は
人
情

の
常
」（
314
）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

道
で
あ
る
制
度
は
「
華
美
」、
奢
り
に
流
れ
る
人
情
を
予
防
す
る
。
そ
の

人
情
と
は
、「
人
情
に
は
時
代
の
替
り
無
て
古
今
同
じ
こ
と
也
」（
312
）
と
あ

る
よ
う
に
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
身
分
に
よ
っ
て
変
わ
り

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

制
度
は
身
分
差
別
を
前
提
に
す
る
と
し
て
も
安
民
、
す
な
わ
ち
人
び
と
に

安
定
し
た
生
活
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徂
徠
も
「
富と

み
ゆ
た
か豊
」
に
な
る
こ

と
を
改
革
の
目
的
に
謳
っ
て
い
た
。「
親
愛
生
養
」
す
る
社
会
の
建
設
は
、

徂
徠
の
よ
う
に
消
費
を
身
分
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
差
別
化
す
る
論
理
か
ら

は
、
生
ま
れ
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
徂
徠
は
身
分
に
よ
っ
て
消

費
を
差
別
化
す
る
の
に
、「
上
た
る
人
の
身
を
高
ぶ
り
て
下
を
賎
む
る
意
よ

り
制
度
を
立
る
に
は
非
ず
」
と
い
い
、「
是
町
人
・
百
姓
を
憎
む
に
非
ず
」
と
、

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
徂
徠
は
民
を
安
ん
じ
る
た
め

で
な
く
、
武
士
を
安
ん
じ
る
た
め
に
発
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
、
建
国
の
聖
人
の
時
代
は
質
朴
な
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提

に
さ
れ
る
が
、徂
徠
の
時
代
は
困
窮
化
が
す
で
に
進
行
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

人
情
は
す
で
に
華
美
に
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
徂
徠
は
、「
悪

き
方
へ
」
流
れ
る
「
華
美
を
好
む
」
人
情
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
人
情
に

逆
ら
っ
て
制
度
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
の
身
分
の
よ
る
消
費
の
差
別
化
は
、
論
理
破
綻
を
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。
徂
徠
が
論
理
破
綻
を
し
た
理
由
は
、
儒
教
的
な
理
想
主
義
を
一
方

で
掲
げ
な
が
ら
、
武
士
中
心
の
幕
藩
体
制
の
原
理
を
優
先
さ
せ
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
困
難
な
現
実
の
な
か
で
、
幕
藩
体
制
を
再
確
立
さ
せ
よ
う
と
思
索

し
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　

論
理
破
綻
を
し
て
ま
で
主
張
さ
れ
た
百
姓
・
町
人
の
貧
困
生
活
の
強
制
は
、

当
然
通
常
の
方
法
で
実
現
で
き
る
展
望
を
徂
徠
は
も
て
な
か
っ
た
。
そ
の
実

現
の
た
め
に
は
、
強
力
な
経
済
外
的
強
制
が
必
要
と
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
た
の
で
あ
る
（
342
）。

当
時
切
支
丹
の
改
の
如
く
、
厳
密
に
可
二
沙
汰
一
事
也
。

　

徂
徠
は
「
富
豊
な
る
様
に
す
る
」
政
治
を
目
指
し
た
が
、
制
度
化
に
よ
っ

て
富
裕
を
保
障
さ
れ
た
の
は
支
配
身
分
で
あ
っ
た
武
士
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
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も
上
級
に
な
る
ほ
ど
豊
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
被
支
配
身
分
で
あ
る

百
姓
・
町
人
は
破
産
に
至
る
困
窮
化
は
免
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
貧
し
い
最
低
の
生
活
を
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
も
う
一
つ

の
柱
で
あ
っ
た
土
着
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
節
の
は
じ
め
の
方
に
引
用
し
た
「
聖
人
の
法
の
大
綱
」
を
示
し
た
史
料

は
土
着
を
、「
上
下
万
民
皆
土
に
在
着
け
て
」と
表
現
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

土
着
に
は
上
と
下
の
二
種
類
が
あ
る
。『
政
談
』
の
巻
之
一
は
統
治
論
と
い

う
べ
き
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
江
戸
の
治
安
の
悪
さ
か
ら
説
き
始
め
る
。

主
因
は
地
方
か
ら
百
姓
が
入
り
込
ん
で
、
分
厚
い
貧
困
層
を
形
成
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
策
に
百
姓
の
土
地
緊
縛
を
厳
密
に
す
る
戸
籍
の
作
製

が
説
か
れ
た
。
そ
し
て
、
次
に
武
士
の
土
着
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
之
一
の
論
旨
の
展
開
か
ら
み
て
、「
下
」
江
戸
に
流
入
し
た
元
百

姓
の
貧
困
層
の
土
着
は
「
上
」
武
士
の
土
着
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
そ
の
主
た
る
方
法
は
、
人
返
と
戸
籍
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
を

縮
小
し
て
商
品
貨
幣
経
済
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
的
に
年
貢
収

奪
が
で
き
る
農
村
を
再
確
立
す
る
た
め
で
あ
る
。
自
給
経
済
を
前
提
に
す
る

徂
徠
の
人
口
論
は
、
地
域
ご
と
に
農
業
生
産
力
に
見
合
っ
た
人
口
配
置
が
理

想
で
あ
っ
た
（
277
～
278
）。

江
戸
も
田
舎
も
国
々
も
、
其
処
に
其
人
を
極
る
こ
と
な
れ
ば
、
先
人
数

総
高
の
つ
も
り
有
べ
し
。古
へ
は
地
を
量は
か

り
て
民
を
置
と
言
こ
と
あ
り
。

六
十
余
州
悉
く
一
国
々
々
の
人
別
を
見
て
、
扠さ
て

御
城
下
の
人
と
関
八
州

の
人
と
の
総
人
数
を
考
へ
、
関
八
州
よ
り
出
る
米
穀
に
て
、
御
城
下
并

に
関
八
州
の
一
年
の
食
事
の
足
る
積
り
を
準
合
し
て
、
御
城
下
の
人
数

を
定
む
べ
し
。諸
国
よ
り
来
る
旅
人
并
諸
大
名
の
家
来
は
外
な
る
べ
し
。

是
は
諸
国
よ
り
来
る
米
を
食
す
る
積
り
に
す
べ
し
。
右
の
限
り
を
以
て

御
城
下
の
人
数
を
限
り
、
其
外
は
悉
く
諸
国
へ
返
す
べ
し
。

　

国
ご
と
に
農
業
生
産
力
に
応
じ
た
人
口
配
置
に
改
め
る
の
で
あ
る
が
、
御

城
下
は
大
き
い
か
ら
で
あ
ろ
う
、
関
八
州
で
養
え
る
人
口
に
制
限
さ
れ
る
。

そ
れ
以
外
は
、
み
な
人
返
と
な
る
。
当
時
、
江
戸
の
人
口
は
百
万
人
、
う
ち

武
家
が
五
〇
万
で
町
人
が
五
〇
万
と
推
定
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
膨
大
な
人
口

を
養
う
た
め
に
、江
戸
に
は
全
国
か
ら
米
穀
が
運
ば
れ
て
き
た
。徂
徠
に
と
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
全
国
的
な
流
通
経
済
は
、
非
常
の
と
き
に
危
険
で
あ
っ
た

（
279
）。当

時
御
城
下
に
数
百
万
の
人
を
聚
め
置
、
諸
国
の
米
を
悉
く
御
城
下
へ

運
び
来
り
食
ひ
費
す
こ
と
、
当
分
は
賑
か
に
繁
昌
に
見
へ
て
目
出
度
こ

と
な
れ
ど
も
、
奥
筋
に
事
あ
ら
ば
仙
台
の
米
は
入
ま
じ
。
西
国
の
方
に

事
あ
ら
ば
上
方
の
米
は
入
ま
じ
。
其
時
は
御
城
下
の
民
食
に
渇か
つ

へ
て
騒

立
ん
。
然
る
時
は
何
と
静
め
て
も
静
め
難
か
る
べ
し
。
殊
に
は
飢
に
迫

り
て
何
事
を
為
も
計
り
難
し
。

　

享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
一
月
二
五
日
に
、
西
国
筋
で
の
飢
饉
の
た
め

に
起
き
た
、
江
戸
で
最
初
の
打
毀
を
予
言
し
た
も
の
と
し
て
有
名
な
一
節
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
治
安
上
の
意
味
か
ら
も
、
江
戸
一
極
集
中
は
避
け
る
べ

き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
江
戸
の
適
正
な
人
口
規
模
を
提
起
し
て
い
な
い
が
、
か
な
り
の
規

模
の
町
人
人
口
の
削
減
を
期
待
し
た
。
そ
の
う
え
、
大
名
に
は
「
参
勤
の
節

召
連
る
人
数
を
殊
の
外
に
減
少
し
、御
城
下
往
来
の
供
廻
も
随
分
に
減
少
し
」

（
324
～
325
）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
武
家
人
口
の
減
少
も
計
画
し
た
。
ま
た

次
の
段
階
に
は
旗
本
の
土
着
が
あ
る
。
な
お
旅
人
に
関
し
て
は
、「
路
引
」

＝
通
行
証
の
制
度
を
厳
重
に
定
め
て
、「
旅
を
爲
る
こ
と
は
余
程
不
自
由
成

べ
し
。
当
時
は
余
り
自
由
な
れ
ば
害
多
き
也
」（
281
）
と
、
人
口
移
動
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
旅
を
し
に
く
く
し
て
、
そ
の
弊
害
を
除
く
こ
と
を
提
案
し

て
い
る
。

　

百
姓
の
土
地
緊
縛
を
確
定
す
る
の
が
、
戸
籍
で
あ
る
。
こ
の
戸
籍
は
当
時

の
人
別
帳
と
大
分
違
っ
て
い
る
。人
別
帳
は
身
分
別
で
は
あ
る
が
村
単
位
に
、
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宗
門
改
の
人
別
帳
で
あ
れ
ば
、
毎
年
作
製
さ
れ
る
。
そ
の
記
載
内
容
は
一
軒

づ
つ
奉
公
人
・
隷
属
民
ま
で
含
め
て
家
族
関
係
と
名
前
と
年
齢
で
あ
る
。
こ

れ
で
は
第
一
、
出
入
、
生
死
・
嫁
聟
・
奉
公
の
日
付
が
わ
か
ら
な
い
。
毎
年

の
分
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
年
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
別

帳
が
欠
け
て
い
る
間
の
出
生
・
死
亡
な
ど
の
出
入
も
分
ら
な
い
。
そ
の
う
え

男
の
名
前
は
一
生
の
う
ち
、
三
、四
度
は
変
わ
る
の
で
同
一
人
か
ど
う
か
、

し
ば
し
ば
悩
ま
さ
れ
る
。
ま
た
人
別
帳
が
揃
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
嫁
聟
は

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
離
縁
さ
れ
た
な
ら
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
奉
公
人
も

ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
徂
徠
の
い
う
戸
籍
は
今
日
の
戸
籍
に
近
い
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、『
政
談
』
の
記
載
上
の
便
宜
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
戸
籍
と
い
わ
ず
に
、

人
別
帳
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
275
）。

人
別
帳
と
云
は
、
其
村
所
の
家
別
を
記
し
て
、
其
家
々
の
亭
主
を
初
め
、

家
内
の
人
数
を
譜
代
の
者
迄
不
レ
残
記
レ
之
、
嫁
取
れ
ば
記
レ
之
、
養
子

を
す
れ
ば
記
レ
之
、
女
他
へ
嫁
し
て
行
け
ば
除
レ
之
、
子
生
れ
ば
年
月

日
を
記
し
、
死
す
る
人
あ
れ
ば
何
月
何
日
に
死
す
と
記
し
て
除
レ
之
。

出
家
す
る
者
あ
れ
ば
其
子
細
を
記
し
て
除
レ
之
、
其
師
の
寺
の
人
別
帳

に
載
レ
之
。
出
替
り
奉
公
人
は
不
レ
載
レ
之
。
是
は
其
者
の
在
所
の
人
別

帳
に
あ
る
故
也
。
名
を
妄
り
に
替
る
こ
と
成
ら
ず
。
年
も
生
る
ゝ
時
記

す
る
故
、
偽
を
云
こ
と
な
ら
ず
。
武
家
も
此
通
り
也
。
寺
も
同
じ
。

　

出
生
と
死
亡
に
関
し
て
は
年
月
日
を
記
す
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
嫁

と
養
子
に
は
「
記
レ
之
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
年
月
日
と

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
は
、「
人
々
郷
里
と
云
者
定
る
」

（
275
）
の
だ
か
ら
、
当
然
記
載
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
要
す
る
に
加
除
で
き
る
台
帳
に
な
る
の
で
あ
る
。
改
名
は
原
則
禁
止

で
あ
る
。
と
く
に
奉
公
人
は
記
載
し
な
い
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

戸
籍
は
村
単
位
に
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
正
確
に
記
載
さ
れ
る
。
奉
公

に
出
た
と
し
て
も
出
生
し
た
村
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ

し
、
奉
公
に
出
る
と
き
に
は
領
主
に
届
け
出
る
。
受
入
れ
先
の
領
主
は
証
文

を
と
る
（
269
）。
か
く
し
て
嫁
聟
な
ど
に
行
っ
て
家
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、

人
び
と
は
出
身
の
村
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
戸
籍
は
江

戸
の
町
方
で
も
作
ら
れ
、
同
様
の
効
果
を
期
待
さ
れ
た
（
280
）。

御
城
下
の
人
戸
籍
を
定
め
た
る
上
に
て
、
御
城
下
の
町
に
居
る
家
持
と

店
借
り
と
を
吟
味
し
、
家
持
は
本
百
姓
の
如
く
し
、
店
借
り
は
水
呑
百

姓
の
如
く
し
、
何い
ず

れ
も
其
町
を
永
々
子
孫
迄
の
居
住
と
定
め
、
店
借
り

も
自
由
に
他
所
に
店
を
替
る
こ
と
成
ら
ぬ
や
ふ
に
す
る
こ
と
本
式
也
。

　

戸
籍
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
日
本
人
は
土
地
に
緊
縛
さ
れ
、
一
人
ひ
と
り

が
将
軍
権
力
に
掌
握
さ
れ
る
（
273
～
274
）。

是
に
て
世
界
の
人
に
統
轄
を
附
る
故
、
世
界
の
万
民
悉
く
上
の
御
手
に

入
て
、
上
の
御
心
侭
に
な
る
仕
方
也
。

　

ま
さ
し
く
戸
籍
は
「
治
の
根
本
」（
274
）
で
あ
っ
た
。

　

百
姓
を
強
力
に
土
地
に
緊
縛
し
て
、
安
定
し
た
年
貢
収
奪
の
で
き
る
農
村

を
再
確
立
し
て
か
ら
、
武
士
の
土
着
は
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
武
士
の
窮
乏
は
激
し
く
、「
武
道
を
再
興
し
、
世
界
の
奢
を
鎮
め
、
武

家
の
貧
窮
を
救
の
仕
形
、
此
外
更
に
不
レ
可
レ
有
」（
295
）
と
、
武
士
の
土
着

は
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

土
着
は
年
貢
米
を
売
っ
て
金
に
換
え
、
そ
の
金
で
物
を
買
う
商
品
貨
幣
経

済
の
た
め
に
窮
乏
化
し
た
武
士
を
経
済
的
に
再
生
さ
せ
る
と
と
も
に
。
譜
代

を
確
保
し
て
軍
事
力
を
強
化
す
る
方
策
と
し
て
、
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た

（
344
）。武

家
知
行
所
に
居
住
す
る
と
き
は
、
家
居
に
は
所
の
木
を
切
て
作
り
、

米
は
年
貢
米
を
用
ひ
、
味
噌
・
豆
も
処
に
生
ず
る
、
衣
服
は
織
て
着
る
。

衣
食
住
に
物
入
る
事
な
し
。
下
々
の
切
米
も
米
に
て
取
ら
せ
、又
大
小
・

衣
服
を
許
す
と
き
は
、
分
限
な
る
百
姓
は
皆
家
来
と
な
る
。
人
返
し
を
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す
る
と
き
は
、
奉
公
人
他
へ
住
む
事
な
ら
ぬ
故
、
皆
地
頭
の
家
来
と
な

り
、
譜
代
と
な
る
。
去さ
れ

ば
米
を
売
て
金
に
す
る
事
は
入
ら
ぬ
事
也
。

　

こ
こ
で
「
衣
服
は
織
て
着
る
」
と
あ
る
の
は
、
武
家
の
妻
女
の
仕
事
と
し

て
、「
自
ら
機は
た

等
織
」
る
（
298
）
か
ら
で
あ
る
。
土
着
す
る
こ
と
で
武
士
は

商
品
貨
幣
経
済
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
衣
食
住
と
も
に
領
知
か
ら
の
産
物
で
自

給
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
え
、「
分
限
な
る
百
姓
」、
す
な
わ
ち

豪
農
富
農
層
を
家
来
に
取
立
て
る
。ま
た
人
返
の
た
め
に
帰
村
し
た
も
の
を
、

お
そ
ら
く
帰
村
し
て
も
田
畑
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
、
家
来
に
取
立
て

る
。
と
い
っ
て
も
、
出
身
が
奉
公
人
で
あ
る
か
ら
中
間
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

　

右
の
史
料
で
は
家
来
に
切
米
を
与
え
る
と
記
し
て
い
る
が
、
田
地
を
直
接

渡
し
て
耕
作
さ
せ
る
と
、
別
な
と
こ
ろ
で
は
書
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
石
高

か
ら
み
て
下
級
の
家
来
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
298
）。

家
来
も
田
地
五
石
目
・
十
石
目
取
せ
て
も
作
り
取
に
さ
す
る
故
、
五
石

は
十
石
に
な
り
、
十
石
は
二
十
石
に
な
る
也
。
其
上
に
田
舎
の
暮
な
る

故
、
五
石
目
は
二
十
石
に
向
ひ
、
十
石
目
は
四
十
石
に
向
ひ
、
何い
ず
れ

も
豊

に
、
然
も
数
多
く
持
る
ゝ
故
、
軍
役
の
嗜
み
如
何
程
も
な
る
べ
し
。

　

年
貢
を
取
ら
な
い
「
作
り
取
」
に
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
五
石
・
一
〇

石
は
倍
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
倍
化
す
る
理
由
は
私
に
は
理
解

で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
茨
城
県
稲
敷
市
に
あ
る
高
田
神
社
に
は
、
二
五
七

石
五
斗
の
朱
印
地
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
九
軒
の
神
職
と
八
寺
に
配
当
し
て
い

た
。神
主
は
五
〇
石
で
あ
る
が
、そ
れ
以
外
は
一
〇
石
か
ら
二
石
五
斗
で
あ
っ

た
。
寺
院
は
小
作
に
出
し
て
い
た
が
、神
職
は
神
主
以
外
は
自
作
し
て
い
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
貧
し
く
、
そ
の
た
め
に
一
、二
軒
欠
け
て
い
る
の
が
普
通

で
あ
っ
た（
（（
（

。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
か
く
し
て
下
級

の
家
来
も
軍
役
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

土
着
の
効
果
は
経
済
的
・
軍
事
的
の
み
で
は
な
い
。
肉
体
的
に
も
強
健
に

な
る
（
298
）。

男
も
野
広
く
方
々
駆か
け
あ
る
き

歩
行
て
、
手
足
も
丈
夫
に
成
べ
し
。
親
類
近
付
の

所
へ
話
に
歩
行
き
、
用
事
あ
れ
ば
五
里
も
十
里
も
常
に
往
来
し
て
、
馬

も
自
ら
達
者
に
可
レ
成
。

　

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
さ
ら
に
「
平
生
隙
な
れ
ば
、
武
芸
并
に
学
文
も
、

外
の
慰
み
な
け
れ
ば
、
江
戸
よ
り
善
か
る
べ
し
」（
298
）
と
、
精
神
的
に
も

健
康
な
生
活
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

百
姓
と
の
関
係
も
江
戸
に
い
る
と
き
は
、
離
れ
て
い
る
の
で
「
唯
百
姓
よ

り
は
年
貢
を
取
物
と
」
考
え
て
「
非
道
を
す
る
族
も
」
あ
る
が
、
常
に
在
地

に
居
住
し
て
日
常
的
に
接
し
て
い
る
と
、「
愛
憐
の
心
も
自
然
と
生
じ
」
て
、

「
百
姓
を
さ
の
み
苛む
ご

く
は
」
扱
わ
な
く
な
る
（
299
）。
徂
徠
は
年
貢
を
取
る
ば

か
り
で
な
く
、
き
ち
ん
と
「
民
の
父
母
」
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
を
説
い
た

（
392
）。真

の
治
と
云
は
、
我
支
配
下
・
組
中
は
上
よ
り
御
預
置
る
ゝ
こ
と
な
れ

ば
、
末
々
迄
一
人
も
見
放
さ
れ
ぬ
物
也
と
思
ひ
は
ま
り
て
、
我
苦
に
す

る
事
也
。
是
を
聖
人
の
道
に
「
民
の
父
母
」
と
云
。

　

し
か
し
、続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
は
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

愚
民
観
の
持
ち
主
で
あ
る
徂
徠
は
、
け
っ
し
て
「
民
」
の
立
場
か
ら
発
想
は

し
な
い
の
で
あ
る
（
392
）。

父
母
の
子
を
会あ
い
し
ら釈
ふ
は
、
敲
き
も
す
る
、
折
檻
も
す
る
、
だ
ま
し
も
す

る
。
唯
面
倒
を
よ
く
見
て
、
苦
に
し
世
話
に
し
、
兎
角
下
の
成
立
や
ふ

に
す
る
事
也
。

　

力
に
よ
る
支
配
を
当
然
と
す
る
、
上
か
ら
の
視
線
で
見
下
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
を
す
る
徂
徠
に
と
っ
て
、
武
士
の
土
着
は
個
々
の
武

士
が
、
分
散
し
て
知
行
地
に
土
着
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
将
軍
は
旗
本

を
土
着
さ
せ
る
が
、
そ
の
方
法
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
た
（
299
～
300
）。

其
仕
方
、
大
体
二
三
里
四
方
の
土
地
に
一
組
の
武
士
の
知
行
所
を
割
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て
、
其
知
行
所
々
々
々
に
地
頭
を
差
遣
し
、
其
頭
に
器
量
次
第
段
々
に 

可
レ
成
人
の
、
三
千
石
四
千
石
位
の
身
上
な
る
を
三
四
人
程
も
其
所
に

知
行
所
を
与
へ
差
置
き
、
其
内
に
て
当
分
器
量
有
レ
之
仁
を
頭
に
申
付
、

私
領
と
交こ
も
ご
も々

に
御
料
を
割
入
、
御
料
を
も
右
の
頭
に
預
け
、
組
の
支
配

を
も
、
御
料
を
治
め
、
年
貢
の
取
立
又
公
事
の
裁
許
も
、
軽
き
こ
と
は

所
々
で
捌
せ
、
川
普
請
等
一
切
の
こ
と
其
頭
よ
り
可
二
申
附
一
。
如
レ
此

な
ら
ば
田
舎
自
ら
締
て
、
御
政
道
可
二
行
渡
一
。

　

一
組
の
武
士
団
を
「
二
三
里
四
方
」
の
地
に
配
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

な
か
に
は
幕
府
領
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
頭
を
任
命
し
て
、
年
貢
の
取
立

か
ら
裁
判
・
民
政
の
支
配
を
行
う
。
目
的
は
「
田
舎
自
ら
締
て
」
と
あ
る
よ

う
に
、
地
方
支
配
の
強
化
、
治
安
の
回
復
で
あ
る
。
旗
本
が
配
置
さ
れ
る
地

域
は
、
主
と
し
て
関
東
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
関
東
農
村

の
治
安
の
乱
れ
が
大
き
く
問
題
に
な
る
の
は
、
も
う
少
し
後
年
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
徂
徠
は
治
安
の
乱
れ
を
『
政
談
』
の
所
ど
こ
ろ
で
述
べ
て
い

る
。
と
く
に
巻
之
四
で
は
「
博
奕
之
事
」「
強
盗
之
事
」（
421
～
422
）
の
二
項

目
を
立
て
て
い
る
。
ま
た
、さ
き
に
述
べ
た
民
衆
へ
の
厳
し
い
生
活
統
制
も
、

「
畢
竟
武
家
を
知
行
所
に
置
に
非
れ
ば
、
此
法
田
舎
迄
行
渡
り
難
か
る
べ
し
」

（
343
）
と
み
な
さ
れ
た
。

　

地
方
へ
の
軍
団
配
置
は
、「
畢
竟
の
所
、
武
家
を
知
行
所
に
置
ざ
れ
ば
締

り
の
至
極
に
非
ず
」（
295
）
と
、治
安
確
保
の
た
め
に
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

将
軍
は
江
戸
を
縮
小
し
、
旗
本
を
知
行
地
に
土
着
さ
せ
る
一
方
、
み
ず
か

ら
は
商
品
貨
幣
経
済
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
買
上
制
か
ら
貢
納
制
へ
転
換
す

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
考
え
方
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
306
）。

天
下
を
知し
ろ
し
め
さ食
る
ゝ
上
は
、
日
本
国
中
は
皆
御
国
也
。
何
も
彼
も
皆
其
物

を
直
に
御
用
な
さ
る
ゝ
故
、
御
買
上
と
云
こ
と
は
無
き
筈
也
。
物
を
買

と
言
は
、
元
来
人
の
物
な
る
故
、
唯
は
取
れ
ぬ
故
、
代
り
を
出
し
て
と

る
こ
と
也
。
日
本
国
中
は
皆
我
国
な
れ
ば
、
何
も
彼
も
日
本
国
中
よ
り

出
る
者
は
我
物
な
る
を
、
人
の
物
と
思
召
て
代
り
を
出
し
て
買
調
る
こ

と
、
大
な
る
取
違
也
。

　

将
軍
に
対
し
て
「
日
本
国
中
は
皆
御
国
也
」
と
、
日
本
は
み
な
将
軍
の
も

の
だ
か
ら
、
他
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
買
う
と
い
う
行
為
は

あ
り
え
な
い
、
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
が
将
軍
権
力
を
絶
対
化
さ
せ
よ

う
と
し
た
と
論
じ
ら
れ
る
、
有
名
な
一
節
で
あ
る（
（（
（

。

　

貢
納
制
は
「
古
三
代
の
御
代
よ
り
、諸
侯
の
国
に
は
土
産
の
貢
あ
り
」
と
、

聖
人
が
建
国
し
た
夏
殷
周
の
三
代
が
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
国

で
は
郡
県
制
に
な
っ
て
も
、
日
本
で
も
律
令
制
の
時
代
に
は
、「
殊
更
国
々

よ
り
土
産
の
貢
を
上
る
こ
と
書
籍
の
面お
も

て
明
白
也
」
と
認
め
て
い
る
（
318
）。

商
品
貨
幣
経
済
が
発
展
す
る
以
前
の
古
代
国
家
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
い

え
る
が
、儒
者
に
と
っ
て
三
代
は
聖
人
の
制
作
し
た
理
想
の
国
家
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
っ
と
も
強
力
な
論
拠
で
あ
る
。
こ
の
論
拠

に
基
づ
い
て
、
徂
徠
は
貢
納
制
を
あ
る
べ
き
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

説
い
た
（
318
）。

諸
侯
に
は
其
土
地
を
全
く
賜
る
に
、
土
産
の
貢
を
上
る
道
理
は
如
何
様

の
こ
と
と
云
に
、五
穀
と
人
民
と
は
何い
ず

れ
の
国
に
も
皆
あ
る
物
な
る
故
、

其
土
地
を
下
し
置
る
ゝ
上
は
、
年
貢
米
と
夫
役
と
は
其
君
の
所
務
と
な

り
、
偖さ
て

其
外
の
諸
物
は
、
土
地
に
随
て
各
別
に
勝
れ
た
る
所
有
て
、
諸

国
一
様
に
あ
ら
ざ
る
故
、
土
産
の
貢
を
上
一
人
へ
上
る
こ
と
、
是
少
も

無
理
な
る
こ
と
に
非
ず
、
道
理
の
当
然
、
古
今
の
定
法
也
。

　

領
知
を
与
え
て
い
る
か
ら
、
全
国
共
通
の
「
五
穀
と
人
民
」
か
ら
得
ら
れ

る
「
年
貢
米
と
夫
役
」
は
領
主
の
「
所
務
」
収
入
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の

ほ
か
の
も
の
は
、「
土
地
に
随
て
各
別
に
勝
れ
た
る
所
有
」
る
の
で
、
将
軍

に
貢
納
す
る
の
が
当
然
と
説
い
て
い
る
。こ
の
説
明
は
少
し
わ
か
り
づ
ら
い
。

次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

貢
納
品
の
具
体
例
と
し
て
は
、「
越
前
よ
り
は
奉
書
紙
、
会
津
よ
り
は
蝋
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燭
・
漆
、
南
部
・
相
馬
よ
り
は
馬
、
上
州
・
加
賀
よ
り
は
絹
、
仙
台
・
長
門

よ
り
は
紙
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
石
高
に
評
価
さ
れ
て
領
知
高
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
本
年
貢
を
出
す
田
畑
屋
敷
か
ら
の
生
産
物
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
将
軍
が
領
知
と
し
て
与
え
た
石
高
に
入
っ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将
軍
は
正
式
に
領
知
と
し
て
与
え
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
故
に
田
畑
屋
敷
以
外
か
ら
の
生
産
物
は
、
全
国
を
所
有
す
る

将
軍
の
も
の
と
し
て
貢
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

儒
教
理
論
か
ら
い
え
ば
「
名
山
大
川
は
不
レ
封
」
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
従
っ

て
、
徂
徠
は
尾
張
に
木
曽
を
紀
伊
に
熊
野
を
与
え
た
こ
と
を
批
判
し
て
い 

る
（
319
）。

　

と
は
い
っ
て
も
、
徂
徠
は
「
其
外
の
諸
物
」
の
す
べ
て
を
貢
納
し
ろ
と
説

い
た
の
で
は
な
い
。右
の
具
体
例
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
名
産
品
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
公
儀
に
て
御
入
用
の
程
を
積
り
て
、其
大
名
の
身
上
々
々
に
応
じ
」

（
319
）
て
、
貢
納
さ
せ
る
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

貢
納
品
以
外
の
特
殊
な
も
の
は
ど
う
す
る
の
か
。
以
下
の
よ
う
に
説
い
て

い
る
。
ま
ず
「
名
山
大
川
は
不
レ
封
」
の
原
則
か
ら
、
鉱
山
・
美
林
地
帯
、

そ
し
て
銚
子
や
小
田
原
の
よ
う
な
漁
業
地
は
幕
府
領
に
す
る
。
野
菜
は
江
戸

近
在
の
農
村
の
「
百
姓
の
役
」
に
す
る
（
319
）。
職
人
は
扶
持
取
に
し
て
作

ら
せ
る
（
319
～
320
）。「
武
器
は
同
心
の
役
と
し
て
作
ら
す
べ
し
」
と
あ
る
が
、

続
く
説
明
文
か
ら
判
断
す
る
と
修
理
の
意
味
で
あ
る
。「
馬
は
牧
を
仕
立
」

て
て
生
産
す
る
（
320
）。「
人
足
の
類
は
、
御
旗
本
の
下
人
と
、
江
戸
中
の
町

人
の
役
」
と
す
る
（
321
）。

　

右
の
よ
う
な
貢
納
制
へ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
年
貢
米
を
売
っ
て
物

を
買
う
、
商
品
貨
幣
経
済
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
財
政
は
再
建
さ
れ
る
。

ま
た
「
諸
大
名
の
身
上
の
事
、
是
又
同
断
也
」（
321
）
と
、
右
に
述
べ
た
幕

府
の
改
革
と
同
じ
改
革
を
、
す
な
わ
ち
城
下
町
の
縮
小
と
家
臣
の
土
着
と
貢

納
制
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
参
勤
と
江
戸
で
の
供
廻
と
の
人
数
を
減
少
す
る

と
と
も
に
「
上
よ
り
改
め
て
制
度
を
立
」
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
大
名
の

財
政
も
再
建
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
324
～
325
）。

　

土
着
と
制
度
化
に
よ
っ
て
自
給
経
済
下
に
蘇
生
し
た
武
士
は
、
年
貢
の
四

分
の
一
を
備
蓄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
苦
境
に
あ
る
友
人
へ
の

援
助
に
廻
さ
れ
、
大
飢
饉
時
の
民
へ
の
御
救
と
な
り
、
兵
糧
米
と
し
て
備
蓄

さ
れ
る
（
344
）。
蘇
生
し
た
武
士
は
余
裕
を
持
ち
、
非
常
に
備
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
は
本
当
に
成
功
す
る
展
望

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

徂
徠
は
制
度
化
に
関
し
て
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
日
光
社
参
を
契
機
に
実

施
す
る
よ
う
に
提
案
し
て
い
た
。
し
か
し
、
土
着
の
時
期
は
明
示
し
て
い
な

い
。
本
節
の
は
じ
め
の
方
で
み
た
よ
う
に
、
聖
人
の
大
綱
は
土
着
と
制
度
化

で
あ
っ
た
が
、「
上
下
万
民
皆
土
に
在
着
け
て
、
其
上
に
礼
法
制
度
を
立
る
」

（
305
）
と
、
そ
の
順
序
は
土
着
↓
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
土
着

は
日
光
社
参
以
前
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、「
武

家
を
救
の
仕
形
、
此
外
更
に
不
レ
有
レ
之
」（
295
）
と
、
土
着
の
緊
急
性
は
説

か
れ
て
も
、
い
つ
か
は
つ
い
に
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
戸
籍
の
作
製
後

と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
絵
空
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
此
二
色
欠
た
る
よ
り
、
上
下
困
窮
し
」（
305
）
と
、
土

着
と
制
度
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
困
窮
の
原
因
を
認
め
て
、
そ
こ
か
ら

『
政
談
』
巻
之
二
の
経
済
論
は
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
困
窮
が
解
消
さ
れ

な
け
れ
ば
、
土
着
と
制
度
化
も
で
き
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
弱
音
を
吐
い
て

い
る
（
333
）。

既
に
如
レ
此
困
窮
し
た
る
を
不
レ
直
し
て
は
、
旅
宿
の
境
界
を
止
め
る

こ
と
も
、
物
の
制
度
を
立
る
事
も
、
甚
以
て
難
き
こ
と
也
。

　

こ
こ
で
は
手
段
と
目
的
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
徂
徠
に

と
っ
て
改
革
の
成
功
は
、
展
望
の
持
ち
に
く
い
、
困
難
な
事
業
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
当
面
す
る
諸
問
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題
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
徂
徠
は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
阻
止
で
き
る
と
考
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

土
着
の
成
功
に
よ
っ
て
、
武
士
は
米
を
売
ら
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
商

人
は
苦
境
に
陥
る
。
か
く
し
て
「
武
家
主
と
成
て
商
人
客
也
。
去さ
れ

ば
諸
色
の

直ね
だ
ん段
は
武
家
の
心
ま
ゝ
に
な
る
事
也
」（
345
）
と
、
主
客
が
逆
転
し
て
、
経

済
の
実
権
は
武
士
が
掌
握
で
き
る
と
説
い
た
。
右
の
引
用
か
ら
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
、
徂
徠
は
完
全
に
商
業
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
苦
境

に
陥
っ
た
商
人
を
ど
う
す
る
の
か
。「
然
ば
商
人
の
潰
る
ゝ
事
を
ば
、
嘗
て

構
ふ
ま
じ
き
也
』（
345
）
と
、
冷
た
く
見
放
す
の
で
あ
る
。
土
着
の
た
め
に
、

そ
れ
ほ
ど
強
い
抑
商
政
策
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
騒
擾
に
も

な
り
か
ね
な
い
こ
の
対
策
を
考
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
徂
徠
が
展
望
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
一
方
、
土
着
し
た
武
士
の
任
務
の
一
つ
は
勧
農
で
あ
っ
た
（
325
）。

御
旗
本
の
諸
士
の
困
窮
を
直
す
こ
と
、
前
に
言
た
る
如
く
、
知
行
所
に

置
て
旅
宿
の
境
界
を
改
る
と
、
制
度
を
立
る
と
に
て
困
窮
を
救
べ
し
。

但
し
知
行
所
に
指
置
に
付
て
は
、
所
を
賑
す
心
掛
可
レ
有
也
。
某
久
く

田
舎
に
住
て
見
、
又
其
後
も
田
舎
よ
り
来
る
人
の
話
を
聞
に
、
百
姓
は

愚
か
な
る
者
に
て
、
所
に
て
前
よ
り
仕
来
ら
ざ
る
事
を
ば
、
さ
り
と
は

せ
ぬ
物
也
。
是
は
地
頭
よ
り
下
知
し
て
、
或
は
桑
を
植
て
蚕
を
さ
せ
、

或
は
麻
を
植
、
漆
を
植
、
楮
を
植
、
総
じ
て
山
を
立
さ
せ
、
何
に
付
て

も
地
の
利
を
見
立
て
、
所
の
賑
ふ
様
に
な
る
仕
方
可
レ
有
。

　

愚
か
な
民
は
新
製
品
の
開
発
な
ど
は
し
な
い
か
ら
、
領
主
が
指
導
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
勧
農
を
奨
励
し
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
桑
・
麻
・
漆
・

楮
を
挙
げ
て
い
る
。
徂
徠
の
意
向
は
、
自
給
的
農
村
に
土
着
し
た
武
士
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
は
領
主
的
な
需
要
の
あ
る
産
物
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
武
士
が
自
給
経
済
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
欠
け
て
い
る
必
要
物
資
の
自

給
生
産
を
奨
励
す
る
点
に
あ
っ
た
、
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
例

示
さ
れ
た
産
物
は
、
近
世
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
換
金
作
物
で
あ
る
三
草

（
麻
・
藍
・
紅
花
）
四
木
（
桑
・
漆
・
楮
・
茶
）
の
類
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

当
分
は
領
主
的
な
自
給
経
済
の
確
立
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て

商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
促
す
政
策
に
変
貌
し
な
い
、
と
の
保
障
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
力
な
抑
商
政
策
を
唱
え
て
商
品
貨
幣
経
済
の

発
展
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
徂
徠
で
あ
っ
た
が
、
徂
徠
が
唱
導
し
た
政
策
の
な

か
に
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
促
す
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六　

当
面
す
る
諸
問
題
へ
の
対
策

　

徂
徠
は
、「
制
度
を
立
る
と
、
旅
宿
の
境
界
を
止
る
と
、
此
二
つ
が
困
窮

を
救
の
根
本
也
」（
326
）
と
提
唱
す
る
一
方
、
前
節
に
み
た
よ
う
に
、「
如
レ

此
困
窮
し
た
る
を
不
レ
直
し
て
は
」
土
着
も
制
度
化
も
で
き
な
い
（
333
）
と
、

発
想
を
逆
転
さ
せ
て
、
当
時
、
困
窮
を
促
進
さ
せ
て
い
た
三
つ
の
問
題
、
物

価
高
・
金
銀
・
相
対
済
し
令
の
対
策
を
論
じ
た
（
326
）。

困
窮
の
上
に
も
近
年
困
窮
甚
く
成
た
る
子
細
三
色
あ
り
。
一
は
諸
色

直ね
だ
ん段
高た
か
ね直
に
成
た
る
こ
と
、
二
は
金
銀
の
数
減
少
し
た
る
こ
と
、
三
は

借
貸
の
路
塞
り
て
、
金
銀
少
く
、
不
通
用
な
る
こ
と
是
也
。
依
レ
之
此

三
色
の
無
二
手
当
一
と
き
は
、
行
ゆ
き
つ
か
え支
可
レ
有
也
。
其
手
当
左
に
記
す
。

　

徂
徠
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
土
着
と
制
度
化
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
困
窮
は
解

消
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
対
策
は
自
己
矛
盾
と
い
え
る
。
し
か
し
、
前
節

に
み
た
よ
う
に
、
土
着
と
制
度
化
が
早
急
に
は
展
望
で
き
な
い
以
上
、
徂
徠

と
し
て
は
、
万
、
や
む
を
え
な
い
議
論
で
あ
っ
た
。

　

日
本
は
一
六
世
紀
中
頃
か
ら
大
量
の
金
銀
を
生
産
し
た
。
徳
川
幕
府
は
成

立
す
る
と
、そ
う
そ
う
に
慶
長
金
銀
を
発
行
し
た
。
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）

ま
で
に
金
貨
は
一
四
七
二
万
七
〇
〇
〇
両
、
銀
貨
は
一
二
〇
万
貫
（
金
に
し
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て
二
四
〇
〇
万
両
）
発
行
さ
れ
た（
（1
（

。
こ
の
大
量
の
金
銀
貨
の
発
行
は
価
格
革

命
を
引
起
し
、
イ
ン
フ
レ
・
物
価
高
と
な
っ
た
。
米
価
は
慶
長
の
は
じ
め
は

一
石
銀
一
〇
匁
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
年
間
に
は
六
〇
匁
に
高
騰
し
た（

（（
（

。
六
〇

年
余
で
六
倍
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
こ
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と

み
え
て
、
語
っ
て
い
な
い
。

　

一
七
世
紀
中
頃
か
ら
金
銀
の
産
出
は
減
少
し
た
。
こ
の
た
め
に
「
寛
文
の

中
頃
よ
り
」
幕
府
の
財
政
は
悪
化
し
、「
御
蔵
の
金
を
毎
年
一
二
万
両
づ
ゝ

足
す
也
」
と
、
非
常
用
の
蓄
え
で
あ
っ
た
は
ず
の
御
金
蔵
の
金
で
補
っ
て
い

た
こ
と
を
、
徂
徠
は
伝
え
て
い
る
（
332
）。
そ
し
て
、
世
紀
末
に
は
枯
渇
と

い
わ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
幕
府
は
放
漫
財
政
を
続
け
た
。
そ
こ

で
採
用
さ
れ
た
の
が
、
荻
原
重
秀
に
よ
る
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
金
銀

の
改
鋳
で
あ
る
。

　

元
禄
の
改
鋳
で
は
金
貨
は
金
の
含
有
量
を
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
減
ら
し
、

銀
貨
は
銀
の
含
有
量
を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
減
ら
し
た
。
幕
府
は
慶
長
金

八
八
二
万
四
三
五
〇
両
を
回
収
し
て
元
禄
金
一
三
二
三
万
六
五
三
四
両

を
発
行
し
、
慶
長
銀
二
八
万
七
六
一
七
貫
一
五
五
匁
を
回
収
し
て
元
禄
銀

三
五
万
七
五
三
五
貫
三
八
〇
匁
（
金
に
し
て
五
九
六
万
両
程
）
を
発
行

し
た
。
金
は
約
四
四
〇
万
両
、
銀
は
約
六
万
九
九
〇
〇
貫
（
金
に
し
て

一
一
六
万
五
〇
〇
〇
両
程
）
の
増
発
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
金
銀
を
合
せ
る

と
、
金
に
し
て
約
五
五
七
万
両
余
の
収
入
を
幕
府
は
え
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
こ
の

金
銀
が
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
大
地
震
の
た
め
に
、「
程
な
く
大
地

震
に
て
、
御
蔵
の
金
皆
御
普
請
に
入
り
、
其
金
民
間
に
広
ま
り
」（
332
）
と
、

一
度
に
大
量
に
民
間
に
流
入
し
て
、
急
激
な
イ
ン
フ
レ
・
物
価
高
と
な
り
、

経
済
は
混
乱
し
た
。

　

そ
の
後
、
宝
永
年
間
に
も
幕
府
は
四
回
銀
貨
を
改
鋳
し
た
。
元
禄
以
来
の

銀
の
収
入
は
二
七
万
三
六
〇
〇
貫
（
金
に
し
て
四
五
六
万
両
）
に
な
っ
た（
（（
（

。

改
鋳
の
た
び
に
幕
府
は
質
を
落
と
し
た
。
悪
貨
の
増
大
は
経
済
の
混
乱
に
拍

車
を
か
け
た
。
こ
の
問
題
の
解
決
が
、
次
に
政
権
を
荷
っ
た
白
石
や
吉
宗
の

大
き
な
課
題
に
な
っ
た
。

　

問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
慶
長
金
銀
へ
の
復
帰
が
求
め
ら
れ
た
。
宝
永
七

年
（
一
七
一
〇
）
に
幕
府
は
慶
長
金
と
同
品
位
の
乾
字
金
を
発
行
し
た
。
乾

字
金
は
一
一
五
一
万
五
五
〇
〇
両
と
、
大
量
に
発
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
乾

字
金
は
約
半
分
に
小
型
化
し
た
た
め
に
、
金
の
含
有
量
は
慶
長
金
の
半
分
し

か
な
か
っ
た
。通
貨
量
の
急
速
な
縮
小
を
警
戒
し
た
た
め
と
も
い
わ
れ
る
が
、

信
用
は
え
ら
れ
ず
、
正
徳
に
な
る
と
一
両
は
二
分
で
通
用
し
た
。

　

新
井
白
石
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
、
慶
長
金
銀
と
同
じ
正
徳
金
銀

を
発
行
し
た（
（（
（

。
改
鋳
は
、
以
前
に
発
行
さ
れ
た
金
銀
を
鋳
換
え
て
な
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
と
き
も
、
通
貨
量
の
急
激
な
減
少
を
懸
念
し
て
、
交

換
は
二
〇
年
か
け
て
緩
や
か
に
実
施
し
よ
う
と
し
た
。
金
貨
の
発
行
高
も

二
一
万
三
五
〇
〇
両
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
も
質
の
違
う
金

銀
貨
を
も
う
一
種
類
ふ
や
し
た
結
果
と
な
っ
て
、
混
乱
を
増
幅
さ
せ
た
。

　

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
吉
宗
は
新
金
銀
通
用
令
を
発
令
し
て
、
金
銀

貨
を
慶
長
金
銀
と
同
じ
も
の
に
統
一
し
た
。
幕
府
が
利
益
を
え
る
の
は
避
け

た
。
交
換
比
率
は
金
は
二
対
一
、
銀
は
四
対
一
で
あ
っ
た
。
旧
通
貨
の
通
用

期
間
は
享
保
七
年
ま
で
で
あ
っ
た
。
享
保
金
は
八
二
九
万
両
発
行
さ
れ
た（
（（
（

。

正
徳
金
と
合
計
し
て
八
四
九
万
三
五
〇
〇
両
の
金
貨
が
発
行
さ
れ
た
。
銀
貨

の
発
行
高
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
以
来
、
三
三
万
一
四
二
〇
貫
（
金
に

し
て
五
五
二
万
両
余
）
で
あ
っ
た
。
改
革
は
成
功
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
た

め
に
通
貨
量
は
、金
貨
は
二
分
の
一
、銀
貨
は
四
分
の
一
に
減
少
し
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
し
、
徂
徠
は
「
唯
今
金
の
員
数
元
禄
金
・
乾
金
の
時
分
の
半
分
に

な
り
、
銀
は
四
つ
宝
の
時
分
の
三
分
の
一
也
」（
327
）
と
、
な
ぜ
か
銀
は
三

分
の
一
に
減
っ
た
と
す
る
。

　

通
貨
量
の
減
少
は
、
通
貨
不
足
の
た
め
に
デ
フ
レ
・
不
況
に
な
っ
た
。
事

情
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
白
石
や
吉
宗
が
通
貨
量
を
減
ら
し
て
良
質
な
金
銀
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貨
に
戻
し
た
理
由
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
価
が
下
が
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
330
）。

金
銀
の
員
数
を
元
禄
の
頃
に
比
す
れ
ば
半
分
よ
り
内
に
減
ず
れ
ど
も
、

慶
長
の
昔
に
返
る
故
、慶
長
の
比こ
ろ

の
如
く
世
も
過
ぎ
易や
す

き
筈
の
こ
と
也
。

金
銀
に
性
よ
く
成
り
た
れ
ば
諸
色
も
下し
た
ね直
に
な
る
筈
。

　

し
か
し
、「
諸
色
の
直ね
だ
ん段
下
」
ら
ず
（
330
）
に
、
米
価
だ
け
が
下
が
っ
た

の
で
あ
る
。
米
を
売
っ
て
金
に
換
え
て
物
を
買
う
武
士
に
と
っ
て
、
こ
れ
は

不
利
で
あ
る
。
こ
れ
が
享
保
期
の
物
価
問
題
で
あ
る
。

　

享
保
期
に
米
価
が
下
が
っ
た
理
由
は
、
幕
府
諸
藩
が
財
政
再
建
の
た
め
に

増
徴
と
新
田
開
発
を
し
た
の
で
、
そ
の
分
、
多
量
の
米
が
市
場
に
流
入
し
た

の
と
、
デ
フ
レ
下
、
参
勤
交
代
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
諸
大
名
が
積

極
的
に
中
央
市
場
に
廻
米
し
た
の
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕

府
の
政
策
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
。
徂
徠
も
低
米
価
に
な
る
理
由
を
、「
米

を
売
て
金
に
し
て
、
商
人
よ
り
物
を
買
て
日
々
を
送
る
こ
と
な
れ
ば
、
商
人

主
と
成
て
武
家
は
客
也
」（
344
）
と
、
武
士
が
米
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
に
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
低
米
価
に
な
っ
た
理
由
は
通
貨
量

の
減
少
に
求
め
る
（
330
）。

金
銀
大
分
に
持
し
者
も
、
世
の
困
窮
に
連
て
は
自
づ
と
半
身
代
に
成
る

に
依
て
、金
を
出
し
て
米
を
買
こ
と
な
ら
ず
。
依
レ
之
米
価
下し
た
ね直
に
な
る
。

　

問
題
は
以
前
は
物
価
の
中
心
は
米
価
で
、
ほ
か
の
物
価
は
米
価
と
連
動
し

て
上
下
し
て
い
た
の
が
、
享
保
期
か
ら
は
連
動
せ
ず
に
、
米
価
が
下
が
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
か
は
高
値
を
維
持
し
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
幕

府
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
以
降
、
株
仲
間
を
結
成
さ
せ
て
物
価
統
制
に

乗
り
出
し
た
。
徂
徠
は
そ
れ
を
、「
諸
色
の
直ね
だ
ん段
の
こ
と
は
、
上
の
御
世
話

に
て
少
は
下し

た
ね直
に
成
た
る
様
な
れ
ど
も
」（
326
）
と
、
不
十
分
と
み
て
い
る
。

徂
徠
は
物
価
高
に
な
る
原
因
を
、
前
節
に
み
た
よ
う
に
身
分
に
か
か
わ
ら
ず

に
多
数
の
も
の
が
消
費
す
る
点
に
、
す
な
わ
ち
民
衆
に
生
活
の
向
上
を
も
た

ら
し
た
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
に
求
め
る
が
、
こ
の
時
期
に
物
価
高
に
な
っ

た
理
由
と
し
て
、
次
の
六
点
を
挙
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
不
当
な
利
潤
獲
得

行
為
を
行
う
奸
商
と
の
視
点
と
い
え
る
。

　

第
一
に
困
窮
し
た
諸
大
名
が
運
上
を
取
る
。
業
者
は
そ
れ
を
見
越
し
て

「
直ね
だ
ん段
を
次
第
に
せ
り
上
」
げ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
げ
た
分
は
販

売
価
格
に
上
積
み
さ
れ
る
。
第
二
に
「
御
城
下
の
宿
賃
甚
高た
か
ね直
な
る
故
、
諸

商
人
皆
是
を
利
倍
の
算
用
に
入
る
」
か
ら
で
あ
る
（
327
）。
第
三
に
「
日
本

国
中
の
商
人
通
じ
て
一
枚
と
な
り
、
物
の
直ね
だ
ん段
も
遠
国
と
御
城
下
と
釣
合
せ

て
居
る
故
」（
328
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
都
の
問
屋
商
人
が
、
全
国
市
場
を

強
く
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
四
に
輸
送
段
階

で
積
換
ご
と
に
各
業
者
が
利
益
を
え
て
い
る
。
第
五
に
「
仲
間
を
立
て
、
党

を
与く

み
」
と
、
同
業
組
合
の
株
仲
間
を
結
成
し
、「
口
米
」
手
数
料
を
取
っ

て
利
益
を
上
げ
て
い
る
。
第
六
に
〆
売
り
も
発
覚
し
な
い
よ
う
に
、
前
金
を

与
え
て
生
産
地
で
保
管
し
て
い
る
（
329
）。
以
上
の
六
点
を
指
摘
し
て
、
次

の
よ
う
に
物
価
を
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
と
結
論
づ
け
る
（
329
）。

み
な
商
人
至
極
に
成
た
る
故
、
知
恵
を
研み
が
き
て
、
大
形
垣
の
上
に
上
り
詰

た
れ
ば
、諸
色
の
直ね
だ
ん段
、奉
行
の
下
知
に
て
下
る
事
は
成
り
難
か
る
べ
し
。

　

そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。「
其
本
に
復か
え

り
て
、
武
家
を
皆
々
土

に
在
付
け
置
」
く
（
329
）
ほ
か
は
な
い
と
。
こ
れ
で
は
論
旨
が
空
回
り
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
徂
徠
は
物
価
高
を
解
消
さ
せ
る
有
効
な
方
法
を
見
出
せ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

貨
幣
問
題
に
関
し
て
は
、
元
禄
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
商
品
貨
幣
経
済
の
発

展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
左
様
に
成
た
る
世
の
有
様
を
ば
其
侭
に
仕
置
て
、

当
時
金
銀
計
を
半
減
に
成
た
る
故
、
世
界
半
身
代
に
な
り
て
、
金
銀
引
張 

不
レ
足
、
依
レ
之
世
界
再
び
困
窮
し
た
る
こ
と
明
也
」（
333
）
と
、
正
し
く
認

識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
規
模
が
拡
大
し
た
の
に
通
貨
量
を
減
ら
し

た
た
め
に
、
通
貨
不
足
に
陥
っ
て
、
デ
フ
レ
・
不
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
か
。
徂
徠
は
当
時
の
貨
幣
は
金
銀

の
み
で
な
く
、
金
銀
銅
の
三
貨
鼎
立
制
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
鋳
銭

を
説
い
た
（
333
～
334
）。

当
時
如
何
様
の
こ
と
を
し
て
世
界
を
賑
す
べ
き
と
工
夫
す
る
に
、
銭
を

鋳
る
に
若し
く

は
な
し
。
総
じ
て
金
銀
を
金
付
石
に
て
試
て
位
の
善よ
き

な
ど
云

は
、
両
替
屋
等
云
こ
と
に
て
、
大
に
愚
な
る
こ
と
也
。
其
子
細
は
、
元

禄
に
金
銀
に
歩
を
入
れ
て
金
の
性
悪
け
れ
ど
も
、
銭
の
直ね
だ
ん段
左
迄
替
ら

ね
ば
、
慶
長
も
金
の
位
替
る
こ
と
な
し
。
当
時
元
禄
金
銀
を
吹
抜
て
性

は
美よ

く
成
た
れ
ど
も
、
銭
の
直
段
元
禄
と
替
ら
ね
ば
、
是
又
元
禄
と
全

く
位
替
ら
ぬ
也
。
位
代
ら
ね
ば
一
両
は
や
は
り
一
両
也
。
一
両
を
二
両

に
も
使
は
れ
ず
。
去さ
れ

ば
性
よ
く
な
り
た
る
詮
は
な
し
。
元
禄
の
金
銀
を

吹
直
さ
ず
、
性
の
悪
き
侭
に
し
て
、
世
界
の
金
銀
を
半
分
よ
り
内
に
減

じ
た
る
と
同
意
也
。
去
ば
世
界
困
窮
し
た
る
筈
の
こ
と
也
。

　

難
解
な
文
章
な
の
で
解
説
を
加
え
な
が
ら
読
み
解
こ
う
。「
元
禄
に
金
銀

に
歩
を
入
れ
て
」
と
は
、す
な
わ
ち
金
貨
な
ら
銀
を
混
ぜ
て
質
を
落
と
し
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
銭
の
直ね
だ
ん段
左
迄
替
ら
ね
ば
」
と
は
、
す
な
わ
ち

金
銀
の
銭
に
対
す
る
相
場
に
そ
れ
ほ
ど
変
動
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
金
銀
貨
の
質
を
落
と
せ
ば
、
金
銀
安
銭
高
に
な
る
は
ず
で

あ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
実
は
元
禄
期
は
さ
か
ん
に
鋳
銭
が

行
わ
れ
た（
（（
（

か
ら
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か
く
し
て
「
慶
長
も

金
の
位
変
る
こ
と
な
し
」
と
、
慶
長
金
の
と
き
と
相
場
は
同
じ
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
農
村
ま
で
包
み
込
ん
だ
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
は
、
小
型
貨

幣
で
あ
る
銭
の
需
要
を
増
大
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
正
徳
以
降
、
金
銀
貨
の

質
を
良
く
し
た
の
で
金
銀
高
銭
安
に
な
る
べ
き
な
の
に
、「
銭
の
直ね
だ
ん段
元
禄

と
替
ら
ね
ば
」
の
状
態
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
品
位
を
良
く
し
た
享
保
金
銀

も
悪
か
っ
た
元
禄
金
銀
と
対
銭
相
場
で
み
れ
ば
、
同
じ
価
値
し
か
持
た
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
に
現
状
は
、
元
禄
金
銀
を
「
半
分
よ
り
内
に
減
じ
た
る
と

全
く
同
意
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

金
銀
貨
の
価
値
は
銭
と
の
比
較
で
決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
徂
徠
は
銭
安

が
倍
に
な
る
ほ
ど
大
量
に
鋳
銭
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
（
334
）。

今
銭
を
夥
く
吹
出
し
て
一
両
に
七
八
貫
文
に
し
た
ら
ば
、
金
銀
の
員
数

半
分
に
減
じ
た
れ
ど
も
、
位
一
倍
よ
く
な
る
故
、
元
禄
の
金
銀
を
や
は

り
吹
直
さ
ず
に
置
て
、
金
銀
の
員
数
如
レ
元
な
る
と
全
く
同
意
な
る
べ

し
。
金
銀
の
誠
の
位
と
云
物
は
、
銭
高
く
な
れ
ば
位
下
が
り
て
金
銀
の

威
光
働
き
少
な
く
、
銭
安
く
な
れ
ば
位
上
り
て
金
銀
の
威
光
働
き
強
く

な
る
こ
と
に
て
、
金
銀
の
性
の
美
は
何
の
詮
も
な
き
こ
と
也
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
金
銀
の
価
値
は
銭
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
か
（
334
）。

総
じ
て
直ね
だ
ん段
の
至
極
に
下し
た
ね直
な
る
は
銭
一
文
に
て
、
是
よ
り
下
直
な
る

物
な
し
。
銭
少
く
成
て
貴
し
と
て
、
一
文
を
二
つ
に
も
三
つ
に
も
割
て

使
は
れ
ぬ
物
也
。
故
に
銭
を
ば
至
極
の
安
き
物
に
決
て
、
是
を
土
台
に

し
て
、
金
銀
の
威
光
働
き
強
き
弱
き
は
見
る
事
な
る
故
、
銭
を
夥
く
出

す
と
き
は
、
金
銀
の
半
減
た
る
は
、
左
迄
苦
に
は
不
レ
成
也
。

　

銭
一
文
が
最
低
価
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、売
買
の
基
本
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
不
断
の
小
用
は
銭
に
て
足
す
」（
335
）
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
み
て
よ
い
。ま
た
、銭
を「
土
台
」に
し
て
銭
を
大
量
に
発
行
す
れ
ば
、「
金

銀
の
半
減
」
は
「
左
迄
苦
に
は
不
レ
成
」
と
は
、
三
貨
鼎
立
制
な
の
だ
か
ら
、

必
要
貨
幣
量
は
銭
の
増
鋳
で
確
保
で
き
る
。そ
れ
故
に
金
銀
価
は
高
く
な
る
、

と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
の
大
量
に
鋳
銭
す
る
提
案
と
は
裏
腹
に
、
当
時
は
銭
不
足
で
騰
貴
の

傾
向
の
あ
っ
た
。
な
ぜ
騰
貴
す
る
の
か
。
徂
徠
は
一
つ
に
は
、「
田
舎
の
末
々
、

山
の
奥
ま
で
も
行
渡
」
っ
た
（
335
）
点
が
原
因
と
み
て
い
る
。
そ
の
一
方
で

実
際
に
減
少
し
た
分
も
あ
る
と
、
次
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
寛
文
の
増
鋳

の
と
き
に
大
仏
を
鋳
潰
し
て
原
料
に
し
た
の
で
、
人
び
と
が
そ
の
銭
を
仏
像
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や
鐘
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
火
事
に
焼
け
た
こ
と
、
湯
殿
山
の
水
中
へ
投

入
れ
、
浅
間
山
の
火
中
に
投
入
れ
、
六
道
銭
と
し
て
地
中
に
埋
め
た
こ
と
で

あ
る
（
335
）。
こ
の
対
策
と
し
て
、
湯
殿
山
以
下
に
は
紙
銭
を
販
売
す
る
こ

と
を
奨
め
て
い
る
（
336
）。

　

銭
は
不
足
し
て
騰
貴
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
鋳
銭
は
必
要
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
銅
が
払
底
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
輸
出
の
問

題
も
あ
る
（
335
）
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
仏
像
や
寺
院
の
鐘
が
大
量
に
生
産

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
（
335
～
336
）。

総
体
銅
の
払
底
に
成
た
る
に
子
細
あ
り
、
此
三
四
十
年
此
方
、
御
城
下

は
勿
論
、
田
舎
の
末
々
迄
、
小
寺
・
小
院
鐘
を
鋳
ざ
る
は
な
し
。
六
十

余
州
を
詮
議
せ
ば
莫
大
の
事
な
る
べ
し
。
小
き
仏
像
な
ど
の
数
も
夥
く

成
た
り
。

　

徂
徠
は
こ
れ
ら
を
「
誠
の
無
用
の
物
也
」
と
と
ら
え
て
、「
此
等
の
類
其

外
世
間
の
銅
器
を
鋳
潰
し
、
銭
に
鋳
立
」
て
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
徂
徠
は

こ
の
方
法
で
鋳
銭
は
「
何
程
も
出
来
し
」
と
述
べ
る
が
、
数
的
根
拠
は
示
し

て
い
な
い
（
336
）。

　

徂
徠
の
提
言
と
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
文
元
年
（
一
七
三
八
）

に
幕
府
は
金
銀
の
含
有
量
を
五
六
、七
パ
ー
セ
ン
ト
に
落
と
し
た
元
文
金
銀

を
大
量
に
発
行
し
た
。
こ
の
と
き
も
幕
府
は
収
入
を
期
待
し
な
か
っ
た
。
金

貨
は
一
七
四
三
万
五
七
一
一
両
、
銀
貨
は
五
二
万
五
四
六
五
貫
（
金
に
し
て

八
七
六
万
両
程
）
で
あ
っ
た
。
同
時
に
幕
府
は
同
年
か
ら
一
〇
年
か
け
て
、

近
世
の
鋳
銭
高
の
半
分
に
あ
た
る
六
〇
〇
万
貫
の
鋳
銭
を
実
施
し
た（
（（
（

。
こ
の

改
革
は
成
功
し
た
。
米
価
も
上
が
っ
た（
（（
（

。
元
文
金
銀
は
以
後
、
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
の
改
鋳
ま
で
八
二
年
間
、
通
用
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
成
功

し
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
拡
大
し
た
貨
幣
需
要
、
発
展
し
た
商
品
貨
幣
経
済

に
対
応
し
た
政
策
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
大
量
の
鋳
銭
に
よ
っ
て
金
銀
貨
の

質
量
を
落
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
銀
貨
の
購
買
力
を
維
持
し
た
か
ら

で
あ
る
。

　

徂
徠
の
貨
幣
政
策
の
提
言
は
意
義
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徂
徠

は
「
旅
宿
の
境
界
を
不
レ
改
、
制
度
を
立
ず
ん
ば
、
当
分
は
世
界
潤
ふ
様
な

る
べ
け
れ
ど
も
」「
世
界
の
奢
も
亦
盛
に
成
て
、
果
は
亦
困
窮
に
可
レ
成
也
」

（
334
）と
警
告
し
た
。抑
商
政
策
と
自
給
経
済
を
理
想
と
す
る
徂
徠
に
と
っ
て
、

貨
幣
政
策
の
成
功
は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
保
障
す
る
も

の
で
あ
り
、
と
く
に
銭
の
大
量
発
行
は
農
村
の
経
済
的
発
展
を
促
進
し
、
幕

藩
体
制
の
基
盤
を
揺
る
が
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

相
対
済
し
令
は
、
武
士
が
借
金
を
し
て
も
返
済
能
力
が
な
い
の
で
、
こ
の

種
の
訴
訟
が
激
増
し
た
た
め
に
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
発
令
さ
れ
た
。

し
か
し
、
金
融
を
滞
ら
せ
た
た
め
に
同
一
四
年
に
撤
回
さ
れ
た
。
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
、徂
徠
は
「
金
銀
も
又
其
如
く
世
界
を
旋
る
こ
と
金
銀
の
徳
也
」

「
故
に
金
銀
の
数
減
少
し
た
る
上
、
亦
借
貸
の
道
塞
る
と
き
は
、
世
界
に
金

銀
不
足
に
て
、
人
の
難
儀
す
る
事
也
」（
337
）
と
、
金
回
り
を
悪
く
し
て
金

融
閉
塞
を
起
こ
し
た
と
し
て
反
対
し
た
。
も
ち
ろ
ん
徂
徠
は
、「
殊
に
有
余

を
以
て
不
足
を
足
す
こ
と
天
地
自
然
の
道
理
な
る
故
、
借
貸
と
云
事
は
古
聖

人
の
御
代
よ
り
も
有
る
こ
と
」（
337
）
と
、
貸
借
の
必
要
性
は
認
め
る
。
問

題
は
返
済
能
力
の
な
い
武
士
は
、
訴
訟
に
な
っ
て
公
平
に
裁
か
れ
る
と
、「
立

派
に
捌
く
時
は
、
武
家
の
大
身
小
身
も
皆
身
上
ひ
し
と
潰
る
ゝ
」（
337
）
点

に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
徂
徠
は
貸
借
の
法
を
定
め
る
よ
う
に
と
、
次
の
四
点
の

提
案
を
し
た
（
338
～
339
）。

　

第
一
は
徳
政
で
あ
る
。
第
二
は
公
的
な
保
証
人
を
立
て
て
、
必
要
な
借
金

し
か
で
き
な
く
さ
せ
る
。
町
村
な
ら
名
主
・
五
人
組
の
加
印
を
必
要
と
す
る

（
338
）。
大
名
な
ら
家
老
か
奉
行
に
加
印
を
押
さ
せ
、
年
貢
米
を
担
保
に
す
る

（
339
）。
第
三
に
「
利
足
の
総
高
本
金
の
高
と
同
じ
位
に
」（
338
）
す
る
。
第

四
に
「
人
の
有
余
不
足
を
通
ず
る
道
は
無
尽
に
及
は
な
し
」（
339
）
と
、
無

尽
を
最
良
の
方
法
と
し
て
推
奨
す
る
。
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い
ず
れ
も
有
効
な
方
法
と
は
思
え
な
い
。
第
一
の
徳
政
は
、
貨
幣
経
済
が

発
展
し
た
な
か
で
断
行
す
れ
ば
、
金
融
自
体
が
破
綻
し
か
ね
な
い
。
第
二
の

保
証
人
を
立
て
る
件
は
、
町
村
で
は
名
主
・
五
人
組
の
加
印
は
ご
く
普
通
の

あ
り
方
で
あ
っ
た
。

　

武
士
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
常
陸
国
新
治
郡
下
志
筑
村
の
中
島
家
は
、

享
保
以
来
、
領
主
の
交
代
寄
合
八
〇
〇
〇
石
の
本
堂
家
に
御
用
金
を
調
達
し

て
い
た
。
し
か
し
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
担
保
と
し
て
預
け
ら
れ
て

い
た
村
方
を
借
上
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
御
用
金
は
増
え
続
け
、

寛
政
年
間
ま
で
に
合
計
七
〇
一
二
両
に
達
し
た
。
し
か
し
、
返
済
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
同
家
は
笠
間
藩
に
も
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
以
来
、
御

用
金
を
調
達
し
た
。
年
貢
米
で
返
済
さ
れ
て
い
た
が
、
天
明
の
大
飢
饉
以
後

は
、
無
利
息
五
〇
年
賦
・
三
五
年
賦
の
返
済
法
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る（
（（
（

。

　

利
息
が
高
い
理
由
は
借
り
手
が
返
済
し
な
い
事
例
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
信
用
が
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
な
か
で
利

息
の
大
幅
な
引
下
げ
を
断
行
す
れ
ば
、
金
融
閉
塞
を
招
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
徂
徠
は
無
尽
を
推
奨
し
た
。
し
か
し
、
村
方
で
は
と
も
か
く
、
江
戸

で
は
「
欠
落
逐
電
多
き
故
」「
戸
籍
の
法
立
て
」
な
け
れ
ば
で
き
な
い
（
339
）

と
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
徂
徠
は
無
尽
が
最
善
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
み
な
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
融
通
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
は
武
士

の
事
例
で
あ
る
が
、
貸
借
に
は
助
合
い
の
精
神
こ
そ
が
重
要
だ
と
説
い
て
い

る
（
343
）。

知
行
所
に
風
損
水
損
も
あ
り
、
家
に
子
共
多
く
、
嫁
取
婿
取
打
続
き
、

又
は
永
煩
ひ
、
困
窮
す
る
事
、
人
界
に
必
有
る
事
に
て
、
あ
な
が
ち
覚

悟
の
悪
き
と
云
計
に
て
も
な
し
。
是
を
ば
脇
よ
り
扶た
す

け
救
ふ
事
な
け
れ

ば
不
レ
叶
事
也
。

　

し
か
し
、
助
合
い
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、「
武
家
知
行
所
に
居
住
し
て
」

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
343
）。

　

徂
徠
の
当
面
す
る
三
つ
の
諸
問
題
へ
の
対
策
は
、
物
価
高
に
は
無
策
を
吐

露
し
た
。
相
対
済
し
令
に
関
し
て
も
、
有
効
な
代
替
案
を
示
す
こ
と
は
出
来

な
か
っ
た
。
金
銀
に
関
し
て
は
有
効
な
対
策
で
あ
っ
た
が
、
徂
徠
の
理
想
と

は
逆
に
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

七　

簡
単
な
ま
と
め
と
確
認

　

土
着
と
制
度
化
に
よ
っ
て
世
の
中
を
困
窮
か
ら
救
済
し
よ
う
と
し
た
徂
徠

の
経
済
論
は
、
厳
格
な
身
分
制
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
頂
点
に
あ

る
徳
川
将
軍
権
力
を
絶
対
化
し
て
、
そ
の
下
で
支
配
身
分
た
る
武
士
の
蘇
生

が
図
ら
れ
た
。
徂
徠
学
は
儒
教
的
理
想
主
義
を
掲
げ
て
支
配
の
目
的
に
安
民

を
唱
え
た
が
、実
際
の
政
策
は「
民
を
安
ん
ず
」で
は
な
く
、「
武
士
を
安
ん
ず
」

で
あ
っ
た
。
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
は
否
定
さ
れ
、
被
支
配
身
分
で
あ
る
百

姓
・
町
人
の
生
活
の
向
上
も
否
定
さ
れ
た
。
彼
ら
に
は
最
低
の
生
活
が
保
障

さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た（
（1
（

。
民
衆
支
配
は
武
士
の
力
に
よ
る
支
配
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
土
着
の
目
的
の
一
つ
は
、
地
方
支
配
の
安
定
確
保
の
た
め
の
軍

団
の
配
置
で
あ
っ
た
。
徂
徠
学
は
武
士
中
心
の
幕
藩
体
制
の
原
則
に
忠
実
な

思
想
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
徂
徠
は
土
着
、
次
に
制
度
化
を
説
い
た
。
制
度
化
に
つ
い
て

は
一
応
、
日
光
社
参
を
契
機
に
実
行
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
た
が
、
先
行
し

て
な
さ
れ
る
は
ず
の
土
着
に
関
し
て
は
、『
政
談
』
に
そ
の
時
期
を
明
示
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
土
着
も
制
度
化
も
困
窮
を
解
消
し

て
か
ら
と
説
く
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
徂
徠
に
と
っ
て
、
二
つ
の
根

本
的
改
革
案
に
具
体
的
な
展
望
が
も
て
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
徂
徠
は
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
阻
止
で
き
る
と
考
え
た
の
で
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あ
ろ
う
か
。
土
着
し
た
武
士
は
、
勧
農
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
推
奨
さ
れ
た
作
物
は
、
近
世
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
換
金
作
物

で
あ
る
三
草
四
木
の
類
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
当
面
は
自
給
経
済
確
立
の
た
め

に
推
奨
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
品
目
が
品
目
な
だ
け
に
近
い
将
来
ど
う
な
る

か
は
保
障
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
面
す
る
諸
問
題
で
の
貨
幣
需
要

に
応
え
る
対
策
は
、
ま
さ
に
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
く
に
銭
の
大
量
発
行
は
、
封
建
制
の
基
盤
で
あ
る
農
村
の
自
給

経
済
を
崩
す
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
を
同
じ
く
将
軍
の
「
下
問
の
切
な
る
に
ひ
か
れ
て（
（（
（

」
書
か
れ
た
、

短
編
の
『
太
平
策
』
で
確
認
し
よ
う
。『
太
平
策
』
に
は
、
改
革
の
時
期
を

記
し
た
有
名
な
一
節
が
あ
る
。
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

茂
卿
が
愚
存
に
は
、
厳
廟
の
末
、
憲
廟
の
初
を
、
よ
き
次
節
の
至
極
と

す
。
そ
れ
よ
り
も
は
や
三
四
十
年
過
て
、世
界
の
困
窮
よ
ほ
ど
つ
よ
く
、

高
位
の
人
に
愚
庸
多
け
れ
ば
、
も
は
や
な
り
が
た
く
思
ひ
侍
る
。
然
れ

ど
も
世
界
の
困
窮
を
救
ふ
道
外
に
な
く
侍
る
ゆ
へ
、
右
の
在
レ
安
レ
民 

在
レ
知
レ
人
と
云
る
二
句
を
よ
く
受
用
し
て
、
下し
た

な
ら
し
を
し
て
見
た

ら
ん
に
は
、
今
二
十
年
ば
か
り
ま
で
の
間
は
な
る
べ
き
こ
と
な
り
。

　

時
期
的
に
は
厳
廟
四
代
家
綱
の
末
か
ら
、
憲
廟
五
代
綱
吉
の
初
め
が
よ

か
っ
た
と
す
る
。
両
将
軍
の
交
代
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
で
あ
る
か

ら
、
元
禄
の
イ
ン
フ
レ
前
の
一
六
八
〇
年
こ
ろ
が
一
番
よ
か
っ
た
と
い
っ
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
三
、四
〇
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
て
「
世
界
の
困
窮
よ
ほ
ど

つ
よ
く
」、
す
な
わ
ち
商
品
貨
幣
経
済
が
発
展
し
た
の
で
、「
も
は
や
な
り
が

た
く
思
ひ
侍
る
」
と
弱
音
を
吐
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
か
に
方
法
は
な
い

の
で
、「
在
レ
安
レ
民
在
レ
知
レ
人
」
の
方
針
で
準
備
を
し
て
、
二
〇
年
か
け
れ

ば
成
功
す
る
だ
ろ
う
と
展
望
し
て
い
る
。

　

二
〇
年
か
け
れ
ば
成
功
す
る
と
楽
観
的
に
述
べ
た
の
で
は
な
い
。
続
い
て

「
こ
れ
を
行
ふ
に
至
り
て
は
、
そ
ろ
〳
〵
と
多
年
心
を
用
て
、
二
三
十
年
の

間
に
は
、
是
非
と
も
に
行
ひ
遂
げ
で
は
、
却
て
叶
は
ぬ
こ
と
な
り（

（（
（

」
と
、
最

後
の
機
会
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
も
ち
ろ
ん
「
聖
人
の
道
は
、
最
上
至
極
の
こ
と
に
て
、
神
医
の
療

治
の
如
し
」
と
断
言
す
る
が
、
続
け
て
「
第
二
等
を
云
ば
、
老
子
の
道
也
。

是
は
療
治
を
せ
ぬ
こ
と
な
り
」
と
老
子
の
無
為
を
「
第
二
等
」
と
し
て
挙
げ

た（
（（
（

。
そ
の
理
由
は
、
改
革
の
困
難
さ
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
に

こ
そ
、次
の
段
で
「
在
レ
安
レ
民
在
レ
知
レ
人
」
を
説
い
て
、そ
の
段
の
最
後
を
、

「
此
二
句
を
よ
く
受
用
し
て
、
国
家
を
治
め
ば
、
た
と
へ
制
度
を
立
か
ゑ
ず

と
も
、
中
医
の
療
治
に
は
当
る
べ
き
な
り
。
な
ま
中
し
の
こ
と
を
せ
ん
よ
り

は
、
老
子
の
道
を
行
ひ
、
文
帝
の
治
、
聖
人
の
次
な
り
と
知
る
べ
し（
（（
（

」
と
結

ん
だ
の
で
あ
る
。

　

文
帝
と
は
前
漢
の
孝
文
帝
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
は
唐
虞
三
代
の
治
に
つ
ぐ

徳
治
の
賢
君
と
評
価
さ
れ
る
が
、
そ
の
方
針
は
守
成
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る（
（（
（

。

安
民
知
人
の
方
針
さ
え
堅
持
す
れ
ば
、
制
度
を
変
え
な
く
て
も
、
相
応
に
治

績
は
上
が
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
老
子
の
無
為
の
政
治
で
治
績
を
上
げ

た
と
認
め
る
孝
文
帝
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
改
革
の
困
難
さ
を

知
る
が
故
に
、
土
着
な
ど
の
制
度
化
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
せ

め
て
「
第
二
等
」
の
水
準
の
老
子
の
道
に
よ
る
仁
政
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望

ん
だ
の
で
あ
る
。

　

制
度
化
は
そ
の
次
の
段
で
説
か
れ
た
。
こ
の
段
は
六
段
あ
る
『
太
平
策
』

の
第
五
段
で
あ
り
、
事
実
上
、『
太
平
策
』
の
結
論
の
段
で
あ
る
。
土
着
が

説
か
れ
て
、
最
後
に
「
こ
の
上
に
礼
楽
を
以
て
治
る
心
、
王
道
の
至
極
な

り（
（（
（

」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

　
『
太
平
策
』
を
読
む
と
、
徂
徠
は
土
着
・
制
度
化
は
か
な
り
困
難
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
、
と
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
徂
徠
は
『
太
平
策
』
と
『
政

談
』
を
著
し
て
土
着
・
制
度
化
を
主
張
し
た
。
こ
の
徂
徠
の
執
筆
態
度
に
は
、

二
つ
の
対
照
的
な
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
佐
々
木
潤
之
介
の
見
解
で
あ
る（

（（
（

。
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「
政
談
」
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
、
徂
徠
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
国

家
・
体
制
は
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
と
お
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
徂
徠
の
目
は
、
冷
静
に
、
い
ま
眼
前
に
展
開
し
て
い
る
事
態
の
根

源
を
見
き
わ
め
よ
う
と
し
、
そ
れ
へ
の
基
本
的
に
有
効
な
対
処
は
、
現

実
の
幕
藩
制
国
家
・
社
会
の
体
制
に
お
い
て
は
、
不
可
能
だ
と
い
っ
て

い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
渡
辺
浩
の
見
解
で
あ
る（
（（
（

。

　
　

徂
徠
は
、
真
剣
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
見
解
は
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
す
べ
て

の
政
治
学
者
は
、
自
分
の
理
論
は
正
し
く
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
み

ず
か
ら
実
践
す
る
こ
と
を
望
む
。
社
会
的
に
通
用
し
な
い
政
治
論
な
ど
、
無

意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
も
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
時

期
と
し
て
は
遅
い
。
不
可
能
に
近
い
。
だ
が
可
能
性
の
残
さ
れ
て
い
る
最
後

の
時
期
と
し
て
、
徂
徠
は
自
分
の
理
論
・
理
想
の
実
現
の
た
め
に
、
真
剣
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

注

（
1
）	

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
。

な
お
引
用
は
、
一
八
四
頁
。

（
2
）	

も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
私
の
座
右
に

あ
る
も
の
で
み
て
も
、
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
徂
徠
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三

年
）
の
解
説
、
辻
達
也
「「
政
談
」
の
社
会
的
背
景
」
が
あ
る
。
こ
の
解
説
は
、

多
方
面
か
ら
『
政
談
』
の
時
代
的
背
景
を
説
明
し
て
い
る
の
で
、『
政
談
』
を
読

む
う
え
で
一
読
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、『
政
談
』
を
直
接
分
析
し
た
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
三
年
）

の
Ⅰ
章
は
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
国
家
論
の
展
開
」
で
あ
り
、
最
初
の
二
節
は

主
と
し
て
『
政
談
』
に
よ
っ
て
徂
徠
の
国
家
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

政
治
・
経
済
の
具
体
相
を
分
析
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
近
で
は
田
尻
祐

一
郎
『
荻
生
徂
徠
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
第
五
章
を
「
徳
川
体
制

の
改
革
」
に
あ
て
て
い
る
。
そ
の
2
は
『
政
談
』
の
分
析
で
あ
る
。『
政
談
』
は

な
ん
と
い
っ
て
も
困
窮
を
解
消
す
る
た
め
に
土
着
と
制
度
化
を
説
い
た
書
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
全
般
的
に
解
説
し
た

と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史[

十
七
～
十
九
世
紀]

』（
東

京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
〇
年
）は
全
二
二
章
の
う
ち
の
第
九
章
に
徂
徠
を
あ
て
、

政
治
経
済
論
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
徂
徠
学
が
近
代
的
な
思

想
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
の
を
明
確
に
否
定
し
て
、「
歴
史
観
と
し
て
は
反
進
歩
・

反
発
展
・
反
成
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
反
都
市
化
・
反
市
場
経
済
で
あ
る
。
個
々

人
の
生
活
に
つ
い
て
は
反
「
自
由
」
に
し
て
反
平
等
で
あ
り
、
被
治
者
に
つ
い

て
は
反
「
啓
蒙
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
共
感
す
る
が
、本
人
が
最
後
に
「
徂

徠
の
改
革
案
は
、
本
文
で
述
べ
た
他
、
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
。
以
上
は
、
そ

の
主
要
な
部
分
の
概
略
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
分
析
は
量

的
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
（
同
書
、
一
九
七
，
一
九
八
頁
）。

（
3
）	

拙
著
『
熊
沢
蕃
山
―
そ
の
生
涯
と
思
想
―
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

（
4
）	

同
右
書
、
一
七
九
・
一
八
一
頁
。

（
5
）	

「
藪
震
菴
に
与
ふ
」『
徂
徠
集
』
二
四
六
頁
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
。

（
6
）	

前
掲
拙
著
、
一
七
二
頁
。

（
7
）	

「
訳
文
筌
蹄
初
編
題
言
」『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、一
一
頁
、み
す
ず
書
房
、

一
九
七
四
年
。

（
8
）	

同
右
書
、
五
五
八
頁
。

（
9
）	

同
右
書
、
五
四
六
頁
。

（
10
）	

「
岡
仲
錫
の
常
に
徙
る
を
送
る
序
」『
荻
生
徂
徠
』
四
九
四
頁
。
ま
た
『
徂
徠
集
』

一
一
四
頁
。

（
11
）	

「
伊
仁
斎
に
与
ふ
」『
荻
生
徂
徠
』
五
二
五
～
五
二
六
頁
。
ま
た
『
徂
徠
集
』

二
九
八
頁
。
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（
12
）	

『
政
談
』『
荻
生
徂
徠
』
二
九
〇
頁
。
以
下
、『
政
談
』
か
ら
の
引
用
は
こ
の
よ

う
に
記
す
。
な
お
引
用
史
料
の
片
仮
名
書
き
は
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
13
）	
「
峡
中
紀
行
」『
徂
徠
集
』
一
五
七
頁
。

（
14
）	
『
常
憲
院
大
相
国
公
実
紀
』
二
三
九
頁
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
。

（
15
）	

岩
橋
遵
成
『
荻
生
徂
徠
』
一
一
七
頁
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
九
年
。

（
16
）	

吉
川
幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」『
荻
生
徂
徠
』
解
説
、
六
五
五
頁
。
後
に
、
同
著

『
仁
斎
・
徂
徠
・
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
所
収
。

（
17
）	

「
訳
文
筌
蹄
初
編
題
言
」
前
掲
書
、
九
頁
。

（
18
）	

辻
善
之
助
「
柳
沢
吉
保
の
一
面
」
同
著
『
日
本
文
化
史
』
別
禄
三
、
春
秋
社
、

一
九
七
〇
年
。

（
19
）	

「
野
生
の
洛
に
之
く
を
送
る
序
」『
徂
徠
集
』
一
〇
一
頁
。

（
20
）	

岩
橋
前
掲
書
、
一
二
四
～
一
二
五
頁
。

（
21
）	

同
右
書
、
一
一
九
頁
。

（
22
）	

（
11
）
と
同
じ
。

（
23
）	

「
弁
道
」『
荻
生
徂
徠
』
一
一
頁
。

（
24
）	

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
三
、二
五
五
頁
、続
群
書
類
従
完
成
会
、一
九
六
四
年
。

（
25
）	

岩
橋
前
掲
書
、
一
二
五
頁
。

（
26
）	

「
徂
徠
先
生
答
問
書
」『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、四
七
一
頁
、み
す
ず
書
房
、

一
九
七
三
年
。

（
27
）	

「
荻
生
徂
徠
年
賦
」『
荻
生
徂
徠
』
六
一
二
～
六
一
三
頁
。

（
28
）	

辻
達
也
『
政
談
』
解
題
、『
荻
生
徂
徠
』
六
二
四
頁
。

（
29
）	

「
弁
名
」『
荻
生
徂
徠
』
一
二
〇
頁
。

（
30
）	

同
右
書
、
六
三
頁
。

（
31
）（
32
）　

同
右
書
、
一
五
〇
頁
。

（
33
）	

同
右
書
、
一
六
九
頁
。

（
34
）	

「
弁
道
」『
荻
生
徂
徠
』
一
四
頁
。

（
35
）	

（
30
）
と
同
じ
。

（
36
）	

「
弁
名
」
前
掲
書
、
六
四
頁
。

（
37
）	

「
弁
道
」
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
38
）	

同
右
書
、
一
七
頁
。

（
39
）	

「
弁
名
」
前
掲
書
、
四
四
頁
。

（
40
）	

「
弁
道
」
前
掲
書
、
一
七
・
一
八
頁
。

（
41
）	

「
安
澹
泊
に
復
す
」『
荻
生
徂
徠
』
五
四
〇
頁
。
ま
た
『
徂
徠
集
』
三
〇
七
頁
。

（
42
）	

「
徂
徠
先
生
答
問
書
」
前
掲
書
、
四
三
〇
頁
。

（
43
）（
44
）　
「
弁
名
」
前
掲
書
、
五
三
頁
。

（
45
）（
46
）　

同
右
書
、
五
四
頁
。

（
47
）	

同
右
書
、
四
七
頁
。

（
48
）	

「
弁
道
」
前
掲
書
、
二
二
頁
。

（
49
）	

「
弁
名
」
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

（
50
）	

「
弁
名
」
前
掲
書
、
一
七
〇
頁
。

（
51
）	

「
太
平
策
」『
荻
生
徂
徠
』
四
五
〇
頁
。

（
52
）	

『
政
談
』
二
六
四
頁
、
上
段
注
。

（
53
）	

た
だ
し
、
徂
徠
は
農
村
が
豊
か
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
引

用
文
は
続
け
て
「
田
舎
殊
の
外
衰
微
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
徂
徠
が

自
給
経
済
の
下
、
本
年
貢
を
確
保
す
る
立
場
か
ら
立
論
し
て
い
る
た
め
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
買
い
が
先
行
し
た
り
、
売
る
と
し
て
も
商
品
と
し
て
十
分
な
品

質
を
確
保
で
き
て
い
な
い
段
階
で
は
、
村
方
の
衰
微
の
原
因
と
な
る
の
も
た
し

か
で
あ
る
。
な
お
同
様
の
指
摘
は
二
七
九
頁
に
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
返
を
論

じ
た
と
こ
ろ
な
の
で
商
人
と
な
っ
て
村
か
ら
出
て
行
く
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い

余
地
が
あ
る
。

（
54
）	

徂
徠
の
弟
子
で
あ
る
田
中
丘
隅
も
『
民
間
省
要
』
に
、「
百
姓
の
田
地
二
十
石

以
上
百
石
余
の
持
高
の
者
、
十
が
一
も
自
分
の
地
を
手
作
す
る
は
な
し
」（『
日

本
経
済
大
典
』
五
、五
五
頁
、
史
誌
出
版
、
一
九
二
八
年
）
と
記
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
丘
隅
は
続
け
て
、
当
時
「
年
来
作
り
来
り
し
小
作
人
共
、
所
々
田
地
を

─ 210 ─



吉田俊純：荻生徂徠の経済論

（30）

地
主
へ
か
へ
し
て
作
ら
ず
」（
同
書
、
五
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
55
）	

田
中
丘
隅
も
『
民
間
省
要
』
に
、「
片
田
舎
山
中
野
方
海
辺
里
方
に
至
る
迄
、

其
の
所
々
富
家
の
有
は
、
皆
百
姓
に
し
て
商
を
兼
た
る
者
に
あ
ら
て
、
誰
か
金

銀
を
自
由
に
す
る
あ
ら
ん
。
或
は
酒
や
糀
や
紺
屋
な
ど
、
ま
た
夫
れ
〴
〵
の
諸

商
売
、
金
を
借
し
質
を
と
る
」（
同
右
書
、
一
四
一
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
56
）	

辻
達
也
「「
政
談
」
の
社
会
的
背
景
」
前
掲
書
、
七
七
四
頁
。

（
57
）	

右
同
書
、
七
四
七
頁
。

（
58
）	

拙
著
『
近
世
近
代
の
地
域
寺
社
の
展
開
過
程
―
常
陸
国
高
田
神
社
を
事
例	

に
―
』（
名
著
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
59
）	

佐
々
木
潤
之
介
は
こ
の
史
料
を
論
拠
と
し
て
、「
こ
の
レ
ベ
ル
で
の
国
家
論
は
、

ほ
ん
ら
い
的
幕
藩
制
国
家
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」（
同
著
『
幕
末
社
会
の
展
開
』

一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
す
べ
て
将
軍
の
も
の
と
い
う
考

え
方
が
、
本
来
的
な
幕
藩
制
国
家
論
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
武
士
は

成
立
の
最
初
か
ら
私
的
武
装
集
団
で
あ
っ
た
。
近
世
と
て
も
同
様
で
あ
る
。『
政

談
』
に
も
「
外
様
大
名
は
、
其
初
家
来
の
力
に
て
一
国
一
郡
を
切
随
へ
、
其
力

に
て
今
に
至
る
迄
国
郡
の
主
と
な
る
」（
411
）
と
の
一
節
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ

そ
、
徳
川
幕
府
は
公
権
力
と
し
て
全
国
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
朝
廷
か
ら
征

夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
の
将
軍
を

絶
対
化
さ
せ
る
思
想
は
、
儒
教
の
絶
対
的
な
帝
王
の
権
限
を
適
用
し
た
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
徂
徠
が
改
革
の
た
め
に
は
、
強
力
な
将
軍

権
力
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

（
60
）	

こ
の
ほ
か
に
発
行
高
不
詳
の
古
大
判
と
発
行
高
一
万
五
〇
八
〇
枚
の
明
暦
大

判
が
あ
っ
た
。
な
お
、金
銀
貨
の
量
質
に
関
し
て
は
、と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、

吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』
の
各
金
銀
貨
の
一
覧
表
に
よ
っ
た
。
ま
た
一
七

世
紀
の
金
銀
の
公
定
比
価
は
、
金
一
両
＝
銀
五
〇
匁
で
あ
っ
た
。

（
61
）	

「
近
世
米
価
表
」『
日
本
史
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）
所
収
。

（
62
）	

北
島
正
元
編
『
政
治
史
Ⅱ
』
一
八
三
頁
、
山
川
出
版
社
、
一
九
六
五
年
。
な

お
執
筆
は
辻
達
也
氏
で
あ
る
。
ま
た
元
禄
一
三
年
か
ら
金
銀
の
公
定
比
価
は
、

金
一
両
＝
銀
六
〇
匁
に
な
っ
た
。

（
63
）	

尾
藤
正
英
『
元
禄
時
代
』
二
九
六
頁
、
小
学
館
、
一
九
七
五
年
。
出
典
が
違

う
の
で
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
右
の
辻
氏
の
数
値
で
計
算
す
る
と
、
宝

永
期
の
改
鋳
に
よ
る
幕
府
の
収
入
は
三
三
九
万
五
〇
〇
〇
両
に
な
る
。

（
64
）	

近
世
以
来
、
慶
長
金
と
正
徳
金
と
享
保
金
の
品
位
の
違
い
が
問
題
と
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
辻
達
也
は
、「
大
体
当
時
技
術
的
に
い
っ
て
、
貨
幣
史

な
ど
に
分
析
し
て
あ
る
よ
う
な
微
細
は
数
字
ま
で
厳
密
に
品
位
を
一
定
さ
せ
る

こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
」（
同
著
『
享
保
改
革
の
研
究
』
二
〇
〇
頁
、
創
文
社
、

一
九
六
三
年
）
と
述
べ
て
、
三
貨
を
同
質
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。

（
65
）	

こ
の
ほ
か
に
大
判
八
五
一
五
枚
が
作
ら
れ
た
。

（
66
）	

北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
六
二
〇
頁
、岩
波
書
店
、一
九
六
四
年
。

（
67
）	

辻
前
掲
書
、
二
三
一
頁
。

（
68
）	

「
近
世
米
価
表
」
前
掲
書
所
収
。

（
69
）	

拙
稿
「
下
志
筑
村
の
中
島
家
」
拙
著
『
農
村
史
の
基
礎
的
研
究
』（
同
時
代
社
、

一
九
八
六
年
）
所
収
参
照
。

（
70
）	

徂
徠
に
は
四
書
の
解
釈
書
と
し
て
、『
論
語
徴
』『
大
学
解
』『
中
庸
解
』
が
あ

る
が
、
民
本
主
義
を
説
い
た
『
孟
子
』
の
解
釈
書
が
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
と

無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
71
）	

『
太
平
策
』
前
掲
書
、
四
五
六
頁
。

（
72
）（
73
）　

同
右
書
、
四
六
四
頁
。

（
74
）	

同
右
書
、
四
五
八
頁
。

（
75
）	

同
右
書
、
四
七
〇
～
四
七
一
頁
。

（
76
）	

同
右
書
、
四
七
二
頁
の
注
。

（
77
）	
同
右
書
、
四
八
五
頁
。

（
78
）	
佐
々
木
前
掲
書
、
一
三
～
一
四
頁
。

（
79
）	

渡
辺
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。
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