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一　

は
じ
め
に

　

海
保
青
陵
は
、
伝
統
的
な
儒
学
の
流
れ
か
ら
生
ま
れ
た
経
済
論
の
最
高
峰

と
い
え
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
青
陵
の
知
名
度
は
低
か
っ
た
。
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
明
治
の
終
り
頃
で
あ
る（

（
（

」。
そ
し
て
、
戦
前
に

は
す
で
に
注
目
す
べ
き
経
済
思
想
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た（

（
（

。

　

戦
後
、
近
世
思
想
史
に
お
け
る
近
代
思
想
へ
の
流
れ
の
う
え
に
、
青
陵
を

位
置
づ
け
た
の
は
丸
山
真
男
で
あ
る
。
丸
山
は
自
然
に
対
す
る
荻
生
徂
徠
以

来
の
制
度
的
改
革
「「
作
為
」
の
論
理
の
具
体
的
発
展
」
に
着
目
し
た
の
で

あ
る
。
青
陵
に
関
し
て
は
、「
一
切
の
現
実
の
社
会
関
係
を
商
品
交
換
（
う

り
か
ひ
）
の
原
理
か
ら
演
繹
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
無
視
し
が
た
い
特
異
性
を

も
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
た
。
具
体
的
に
は
「
封
建
的
君
臣
関
係
を
も
純
粋

な
労
働
力
の
売
買
と
看
做
」
し
た
。
そ
れ
は
、「
い
ま
や
明
白
に
当
事
者
の

自
由
意
志
に
基
く
結
合
と
同
視
さ
れ
る
に
至
つ
た
」
と
評
価
し
た（

（
（

。

　

改
革
の
内
容
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
武
士
が
困
窮
す
る

の
は
大
名
以
下
、
米
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
彼

等
が
商
品
経
済
の
真
只
中
に
ゐ
な
が
ら
、
そ
の
現
実
に
強
ひ
て
目
を
塞
ぐ
こ

と
か
ら
生
ず
る
」
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
「
積
極
的
に
「
興
利
」
を
営
」
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
洪
範
」
の
「
水
に
潤
下
、
火
に
炎
上
と
い
ふ
理
に
よ

つ
て
（
中
略
）
貨
幣
は
自
然
と
放
任
し
て
置
け
ば
皆
民
間
に
落
ち
る
筈
」
だ

か
ら
、「
是
非
と
も
こ
れ
を
下
か
ら
「
ま
き
あ
げ
」
る
所
の
作
為
を
必
要
と

す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
そ
こ
に
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
の
臭
ひ
す

ら
感
じ
ら
れ
る
」
と
評
価
し
た
。
丸
山
は
「
封
建
社
会
の
認
識
に
於
て
あ
れ

ほ
ど
近
代
性
を
見
せ
た
海
保
青
陵
」
と
、
青
陵
を
高
く
評
価
す
る
が
、
同
時

に
「
そ
の
目
的
が
も
つ
ぱ
ら
武
士
階
級
の
救
済
に
あ
り
」、
ま
た
「
愚
民
観

念
が
内
在
し
て
ゐ
た
」
と
、「
封
建
的
支
配
関
係
そ
の
も
の
の
変
革
に
は
一

指
も
触
れ
え
な
か
つ
た
」
と
確
認
し
て
い
る（

（
（

。

　

塚
谷
晃
弘
は
論
理
構
造
を
ま
ず
論
じ
た
。
徂
徠
の
系
譜
に
連
な
る
青
陵

は
、
徂
徠
か
ら
歴
史
意
識
と
学
問
の
経
験
主
義
的
・
包
括
的
性
格
を
継
承
し

た
。
そ
れ
は
旅
行
を
重
視
し
、
諸
国
の
具
体
的
実
情
の
観
察
と
な
っ
た
。
そ

筑波学院大学紀要第12集　（25）～（42）ページ 2017年

海
保
青
陵
の
経
済
論
（
上
）

＊
吉
田　

俊
純

T
he E

conom
ical T

hought of K
aiho Seiryou

Toshizum
i Y

O
SH

ID
A

＊

─ 166 ─

＊　筑波学院大学名誉教授、Tsukuba Gakuin University

＜

研
究
ノ
ー
ト＞



吉田俊純：海保青陵の経済論（上）

（26）

こ
か
ら
、「
青
陵
の
学
問
の
中
核
で
あ
る
経
済
論
＝
富
国
論
の
基
礎
理
論
と

も
い
う
べ
き
彼
の
理
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
の

概
念
の
成
立
に
は
老
子
が
導
入
さ
れ
た
。「
青
陵
は
尚
書
洪
範
を
「
理
之
淵

源
」
と
呼
」
ぶ
が
、
そ
こ
で
は
老
子
の
四
大
説
（
天
地
人
道
）
に
よ
っ
て
五

行
説
を
解
釈
し
、「
五
行
を
純
粋
に
自
然
流
行
の
原
理
と
し
て
編
み
直
し
た
」

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
青
陵
の
理
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

青
陵
の
哲
学
は
、
徂
徠
学
か
ら
出
発
し
て
老
子
に
帰
結
す
る
と
こ
ろ
に

特
色
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
に
あ
っ
て
理
と
は
、
朱
子
学
流
の
静
的
な
理

念
で
な
く
、
千
変
万
化
す
る
運
動
の
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
能
的
、

相
対
的
な
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
老
子
の
無
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
だ

け
に
定
義
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
し
い
て
い
え
ば
、「
軽
き
は
あ
が

り
て
、
重
き
は
下
る
」（「
老
子
国
字
解
」）「
火
に
炎
上
と
い
ひ
、
水
に

潤
下
と
い
ふ
」（「
洪
範
談
」）
の
如
き
自
然
の
法
則
で
あ
る
。
し
か
し

自
然
即
規
範
（
＝
倫
理
）
と
い
う
思
考
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
理
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
智
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
聖
人
は
「
智
者
に
お
き
か
え
ら
れ
る
」。
ま
た
徳
や
仁
は

「
智
の
中
に
止
揚
さ
れ
る
」。
誠
の
智
者
と
は
主
観
を
去
っ
て
天
理
に
従
う
存

在
で
あ
る
。
そ
れ
は
老
子
の
無
為
を
思
わ
せ
る
が
、有
為
の
た
め
で
あ
っ
て
、

「「
活
智
」
を
も
つ
自
由
な
主
体
的
精
神
」
と
な
っ
て
理
を
と
ら
え
る
の
で
あ

る（
（
（

。

　

経
世
論
に
お
い
て
は
、
青
陵
の
所
説
の
近
代
的
側
面
を
評
価
す
る
。
こ
の

評
価
は
丸
山
以
上
の
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
面
で
は
、「
す
べ

て
の
経
済
政
策
は
富
国
（
＝
藩
）
の
た
め
の
ま
き
上
げ
の
法
、
す
な
わ
ち
法

術
の
性
格
を
も
つ
」
と
、
政
策
論
に
お
い
て
老
子
の
み
な
ら
ず
法
家
の
思
想

を
導
入
し
た
「
青
陵
に
、「
愚
民
」
観
が
内
在
し
た
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
が
た

い
」
と
説
く
。
し
か
し
続
い
て
、
青
陵
の
人
は
同
格
と
の
所
説
か
ら
、「
法

術
論
の
基
礎
に
は
、
為
政
者
的
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
近
代
的
人
間
観
へ

の
前
提
と
な
っ
た
重
要
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
み
お
と
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
、
説
く
の
で
あ
る（

（
（

。

　

蔵
並
省
自
は
塚
谷
と
違
っ
て
、
一
六
、七
歳
の
と
き
に
同
居
し
た
幕
府
の

蘭
方
医
官
「
桂
川
氏
よ
り
「
理
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、

当
時
の
洋
学
知
識
を
吸
収
」
し
た
と
、
説
い
た（

（
（

。

　

小
島
康
敬
は
、青
陵
の「
思
惟
構
造（

（
（

」を
論
じ
た
。青
陵
は
、桂
川
家
か
ら「
物

事
を
徹
底
的
に
「
理
に
合
は
」
せ
て
考
え
抜
く
態
度
を
学
ん
だ
」。
ま
た
旅

行
は
青
陵
に
各
地
の
こ
と
を
体
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
比
較
の
視
点
を
え
さ

せ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
徂
徠
の
弟
子
の
宇
佐
美
灊し
ん
す
い水
に
学
ん
だ
青
陵
は
、

学
問
は
今
日
の
た
め
と
の
現
実
尊
重
の
学
問
観
を
え
た
の
み
で
な
く
、
太
宰

春
台
の
方
法
論
で
あ
る
時
理
勢
情
を
継
承
し
た
。「
洪
範
」の「
水
は
潤
下
し
、

火
は
炎
上
す
る
」
も
、
春
台
を
継
承
し
た
と
す
る
。

　

青
陵
の
思
惟
構
造
の
特
色
と
し
て
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
機
能
的
思

考
法
で
あ
る
。「
既
存
の
価
値
体
系
を
既
存
で
あ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け

の
理
由
で
承
認
す
る
事
を
し
な
い
で
、
そ
れ
ら
を
た
え
ず
機
能
的
観
点
に
さ

し
も
ど
し
て
再
定
義
」
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
聖
人
も
古
典
も
相
対

化
さ
れ
た
。
第
二
に
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
青
陵
は
「「
己
が
智
」
を
働
か

せ
る
事
を
説
い
た
」。
理
を
と
ら
え
る
た
め
で
あ
る
。
理
と
は
「
一
方
客
観

的
法
則
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
自
己
同
一
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
無
限
に

変
化
流
動
し
て
行
く
原
理
と
い
う
二
面
的
性
格
を
有
し
た
も
の
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
働
き
か
け
方
」
が
重
要
で
あ
る
。
智
者
と
は
、理
を
「
見
抜
き
、

対
象
世
界
に
能
動
的
に
働
き
か
け
る
事
が
で
き
る
」
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し

た
智
を
え
る
た
め
に
は
「
認
識
対
象
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
」
の
で
あ
り
、

智
を
働
か
せ
る
た
め
に
は
「
認
識
視
座
の
設
定
、
そ
し
て
そ
の
視
座
自
身
の

絶
ゆ
ま
ざ
る
自
己
距
離
化
」
が
求
め
ら
れ
た（
（1
（

。

　

経
済
論
で
は
「
愛
利
」
が
即
「
天
理
」（
中
略
）
つ
ま
り
人
間
の
営
利
的

功
利
的
行
為
が
「
天
理
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
積
極
的
に
正
当
化
さ
れ
て
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い
る
」
と
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
問
題
点
と
し
て
、

青
陵
の
統
治
論
は
「
法
家
的
な
「
刑
政
」
政
治
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。

ま
た
愚
民
観
に
関
し
て
は
、
人
は
同
格
と
の
主
張
か
ら
「
人
間
の
知
的
能
力

の
地
平
か
ら
み
た
一
種
の
平
等
観
が
切
り
開
か
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
つ
つ

も
、そ
れ
は「
支
配
の
政
治
技
術
の
道
へ
と
辿
り
着
い
た
」と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
営
利
活
動
は
目
前
の
自
明
の
遂
行
命
題
で
あ
っ
て
」、「
功

利
と
は
何
か
、
経
世
済
民
と
は
本
来
ど
の
よ
う
な
精
神
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
命
題
そ
の
も
の
の
存
立
根
拠
に
ま
で
問
題
を

さ
し
も
ど
し
て
経
世
済
民
を
捉
え
直
す
作
業
」
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
と
指

摘
し
て
い
る（
（（
（

。

　

渡
辺
浩
は
、
青
陵
を
「
驚
く
べ
き
知
性
」
と
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
智

か
ら
説
き
始
め
る
。
青
陵
は
、智
は
書
か
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
は
「
い
か
に
し
て
「
智
」
を
得
る
の
か
」。
そ
れ
は
心
を
自
由
に
使

う
こ
と
か
ら
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
を
二
重
に
立
て
る
、「「
心
の
本
尊
」

（『
陰
陽
談
』）
を
内
に
保
ち
つ
つ
、
同
時
に
具
体
的
な
状
況
に
機
敏
に
反
応

す
る
心
の
組
み
方
」
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
智
を
働
か
す
た
め
に
、

疑
い
、考
え
抜
く
の
で
あ
る
。
智
が
と
ら
え
る
の
が
理
で
あ
る
。
理
と
は「
現

に
そ
う
で
あ
る
在
り
方
の
こ
と
で
あ
」
り
、
そ
れ
を
「
正
確
に
捉
え
、
そ
れ

に
忠
実
に
沿
っ
て
物
事
を
扱
え
ば
、
結
果
は
吉
と
出
る
」
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

次
に
統
治
論
に
な
る
。
政
治
と
は
「
天
下
の
せ
わ
を
や
く
」
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
「
人
民
の
道
徳
的
向
上
は
統
治
の
目
的
外
で
あ
り
、
た
だ
天
寿

を
全
う
さ
せ
れ
ば
良
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
と
、
青
陵
は
言
う
」。
そ
の
主
要
な
理
由
は
、
人
は
同
格
と
の
認
識
か
ら

く
る
。
民
は
愚
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
智
が
あ
る
。「
人
類
史
に
は
あ
る
不
可

逆
的
変
化
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
」。
民
を
太
古
の
愚
民
に
戻
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
を
促
進
し
て
い
る
の
は
、徳
川
の
世
の
経
済
的
発
展
で
あ
る
。

青
陵
は
、進
歩
の
「
現
象
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
」。
か
く
し
て
「
統
治
と
は
、

今
や
民
と
の
熾
烈
な
智
恵
比
べ
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

そ
し
て
、
経
済
論
に
進
む
。
統
治
を
完
遂
す
る
た
め
に
は
仕
掛
が
必
要
で

あ
る
。
青
陵
は
ま
ず
武
士
に
賎
金
思
想
を
捨
て
去
り
、
君
臣
関
係
さ
え
も
商

売
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
求
め
る
。
民
に
は「
命
令
し
て
働
か
せ
れ
ば
怨
む
。

だ
か
ら
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
働
く
よ
う
に
、
浮
か
れ
さ
せ
る
」。
生
産
量
と

販
売
量
を
増
大
さ
せ
る
利
益
誘
導
の
仕
掛
と
し
て
は
産
物
廻
の
専
売
制
度
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
利
益
を
え
た
民
か
ら
、
領
主
は
そ
の
成
果
を

巻
き
上
げ
る
。
か
く
し
て
「
武
家
に
困
窮
で
は
な
く
、
利
益
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
」
一
方
、「
民
は
、
幸
福
な
き
勤
勉
と
自
由
な
き
繁
栄
を
続
け
ら

れ
る
」
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

最
後
に
青
陵
は
「
根
本
的
な
難
問
に
逢
着
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す

る
。
そ
れ
は
「
統
治
者
は
「
智
者
」
で
あ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
点
に
あ

る
。
し
か
し
、当
時
の
日
本
は
世
襲
制
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
治

め
る
地
位
に
智
者
が
い
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
青
陵
は
述
べ
て
い
な
い
。「
そ
れ
を
説
く
こ
と
は
あ
ま
り
に
危
険
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
」
と
結
ん
で
い
る（
（（
（

。

　

右
に
諸
家
の
青
陵
論
を
み
た
。
取
り
上
げ
方
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
青
陵
の
近
代
的
な

経
済
論
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
な
お
、重
複
を
避
け
る
た
め
に
、

具
体
的
に
紹
介
し
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
）。
近
代
的
な
側
面
は
拡
大
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
青
陵
が
封
建
的
な
思
想
家
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
れ
を
支
え
る
思
想
的
根
拠

と
し
て
、
理
と
智
の
問
題
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
諸
学
説
の
ま
と
め
が
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
に
は
次

の
三
点
の
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
第
一
に
、
近
代
的
な
経
済
論
を
成
立
さ

せ
た
方
法
が
、
十
分
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
れ
と
儒

教
理
論
と
の
整
合
性
は
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
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二
に
、
封
建
的
な
思
想
家
で
あ
っ
た
青
陵
が
、
近
代
的
な
経
済
論
を
主
張
し

た
目
的
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
青
陵
が
理
想
と
し
た
社
会
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
こ
の
点
が
近
代
性
に
眼
を
奪
わ

れ
て
、
十
分
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
青
陵

の
所
説
は
近
代
的
な
方
向
性
と
そ
れ
を
阻
む
封
建
的
な
性
格
の
た
め
に
、
矛

盾
に
満
ち
て
い
る
が
、
さ
ら
に
立
場
上
い
え
な
か
っ
た
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
点
も
考
慮
し
て
、
可
能
性
と
限
界
の
問
題
が
十
分
に
検
討
さ
れ

て
い
る
、
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
て
、
以
下
、
本
稿
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ま
ず
本
稿

に
必
要
な
範
囲
で
履
歴
関
係
を
確
認
す
る
。
次
に
経
済
論
の
方
法
と
経
済
論

を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
理
想
と
現
実
と
目
的
を
論
じ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
作

業
の
う
え
に
、
儒
教
理
論
上
の
問
題
点
を
検
討
し
て
、
可
能
性
と
限
界
に
つ

い
て
展
望
し
よ
う
と
思
う
。

二　

履
歴
と
学
統

　

海
保
青
陵
は
、
丹
後
宮
津
青
山
家
四
万
五
千
石
の
家
老
で
、
家
禄
五
〇
〇

石
の
角
田
市
左
衛
門
朋
の
嫡
子
と
し
て
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
江
戸
に

生
ま
れ
た
。
名
は
皐
鶴
、
通
称
は
儀
平
、
字
は
万
和
、
青
陵
は
号
で
あ
る
。

海
保
は
祖
父
五
郎
太
夫
克
広
が
角
田
家
に
養
子
に
入
る
以
前
の
苗
字
で
あ
っ

た
。

　

儒
者
と
し
て
は
珍
し
く
上
士
出
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
祖
父
克
広
が
養
子
に
な
っ
た
角
田
家
に
は
、
姉
娘
が
一
人
い
た
。

彼
女
は
藩
主
幸よ
し
ま
さ督
の
奥
方
付
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
奥
方
の
死
後
は
幸
督
の

「
継
室
」
に
な
り
、
次
の
藩
主
幸よ
し
ひ
で秀
と
青
山
本
家
五
万
石
を
相
続
し
た
忠
朝

を
生
ん
だ
（
稽
古
談
105
）（

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
父
朋
と
二
人
の
藩
主
は
系
譜
上
、

形
式
的
に
は
従
兄
弟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
両
家
か
ら
厚
遇
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
、
父
は
次
に
述
べ
る
御
家
騒
動
の
た
め
に
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に

隠
居
し
、
二
歳
の
青
陵
が
家
督
し
た
。
同
八
年
に
は
暇
に
な
っ
た
が
、
本
家

か
ら
二
十
人
扶
持
金
百
両
を
毎
年
与
え
ら
れ
て
、
本
家
の
屋
敷
内
に
住
ん
だ

（
稽
古
談
109
）。

　

青
陵
は
一
六
、七
歳
の
と
き
に
、
幕
府
の
蘭
方
医
官
桂
川
家
に
同
居
し
て

い
た
（
天
王
談
511
）。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
一
七
歳
の
と
き
に
、
一
家

は
尾
張
藩
に
仕
え
た
。
青
山
本
家
か
ら
の
扶
持
は
継
続
し
て
与
え
ら
れ
た
。

豊
か
な
環
境
の
な
か
で
父
は
、「
鶴
（
青
陵
の
名
皐
鶴
の
一
字
、
注
吉
田
）

が
気
儘
に
学
問
す
べ
し
」
と
い
っ
た
。
青
陵
に
は
「
敬
謹
家
」
の
弟
が
一
人

い
た
。
青
山
本
家
か
ら
「
行ゆ
く
ゆ
く々

は
大
夫
に
も
取
立
べ
し
」
と
の
条
件
で
、
息

子
を
一
人
も
ら
い
た
い
と
の
要
請
が
き
た
。
こ
の
要
請
に
青
陵
は
尾
張
藩
は

望
み
で
な
く
、「
い
つ
暇
を
と
り
て
も
、
他
家
へ
ゆ
き
た
き
と
き
に
ゆ
か
ふ

と
自
由
な
る
」
青
山
家
が
よ
い
と
い
っ
て
、
青
山
本
家
の
儒
者
に
な
っ
た
。

禄
高
は
一
五
〇
石
で
あ
っ
た
（
稽
古
談
109
〜
110
）。
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

二
三
歳
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
青
山
本
家
も
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
こ
ろ
に

退
去
し
た
（
待
豪
談
964
）。

　

青
陵
は
遊
学
の
生
活
を
始
め
る
。
そ
の
範
囲
は
、
北
は
越
後
・
信
濃
、
西

は
讃
岐
・
備
中
で
あ
っ
た
（
稽
古
談
110
）。
遊
学
は
観
察
に
よ
っ
て
各
地
の

具
体
的
な
事
実
を
知
り
、
ま
た
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
青
陵
の
学
問
、
経

済
論
を
実
り
豊
か
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
間
、「
四
十
近
ふ
な
り
て
」
と
い

う
か
ら
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
こ
ろ
ま
で
に
、『
書
経
』「
洪
範
」
を
『
老

子
』
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
四
大
の
説
が
形
成
さ
れ
た
（
洪
範
談
586
）。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
青
陵
は
禄
を
辞
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
、
儒

学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
禄
仕
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

な
い
。
上
士
出
身
で
、
豊
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
て
い
た
青
陵
に
と
っ
て
、

禄
仕
す
る
こ
と
に
恋
々
た
る
思
い
を
抱
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
理
由
の
一
つ

に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
あ
ま
り
に
不
十
分
で
あ
る
。
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青
陵
の
性
格
と
職
務
内
容
と
学
問
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

青
陵
は
性
格
的
に
一
般
的
な
理
解
・
説
明
で
は
満
足
せ
ず
に
、
徹
底
的
に

疑
い
、
考
え
抜
く
人
で
あ
っ
た
（
天
王
談
512
）。

左さ

れ
共
鶴
、
今
以
て
馬
鹿
の
病
な
を
ら
ず
。
左
れ
共
合
点
の
ゆ
か
ぬ
事

を
合
点
ゆ
き
た
る
面
を
す
る
事
は
、
今
以
て
鶴
に
は
出
来
ぬ
な
り
。
合

点
ゆ
か
ぬ
事
は
ど
こ
ま
で
も
合
点
ゆ
か
ず
。（
中
略
）
是こ

れ
は
決
し
て

此こ
の

理
あ
る
べ
し
。
只
鶴
が
鈍
才
ゆ
へ
に
推
す
事
足
ら
ぬ
也
。
推
す
事
足

ら
ぬ
事
は
百
も
千
も
あ
る
な
り
。
聖
人
に
非
る
よ
り
は
推
す
事
詳
な
ら

ず
。
ゆ
へ
に
知
に
く
き
事
あ
り
。
造
化
の
妙
は
些
細
な
る
詳
密
な
る
事

な
れ
ば
、
推
し
窮
め
ぬ
事
沢
山
あ
り
。
唯
、
中
ず
ま
し
に
済
し
て
お
く

人
は
鶴
大
き
ら
ひ
な
り
。

　

青
陵
は
、「
合
点
」
納
得
の
で
き
な
い
こ
と
は
納
得
で
き
な
い
、
聖
人
な

ら
ざ
る
身
と
し
て
究
明
で
き
な
い
こ
と
は
沢
山
あ
る
け
れ
ど
も
、「
中
ず
ま

し
に
済
し
て
お
く
」
こ
と
、
つ
ま
り
中
途
半
端
に
し
て
お
く
こ
と
の
で
き
な

い
、
徹
底
的
に
疑
い
考
え
る
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
張
藩
を
退
去
し
た

理
由
も
、「
カ
様
に
不
才
懶ら
ん
だ惰
に
て
、何
と
て
大
国
の
奉
仕
成
就
せ
ん
や
」（
富

貴
談
521
）
と
語
っ
て
い
る
。「
懶
惰
」
に
な
る
の
は
、
思
考
に
集
中
し
て
し

ま
う
か
ら
と
み
て
よ
い
。

　

そ
う
し
た
性
格
の
青
陵
が
儒
者
と
し
て
仕
え
た
職
務
内
容
は
、
次
の
よ
う

で
あ
っ
た
（
稽
古
談
109
〜
110
）。
な
お
、
左
兵
衛
佐
と
は
幸よ
し
ひ
で秀
の
七
男
忠
高
、

本
家
を
相
続
。
伯
君
は
忠た
だ
つ
ぐ講
、
二
男
は
忠
裕
。

左
兵
衛
佐
殿
其そ
の

節
は
下
野
守
殿
と
て
、雁
間
御
詰
衆
の
ふ
る
き
顔
な
り
。

御
妾
腹
の
男
子
二
人
あ
り
。
伯
君
は
春
橘
と
い
ふ
て
、
二
男
は
今
御
老

中
、
幼
名
久
之
助
と
云
へ
り
。
両
君
と
も
に
幼
少
な
れ
ば
、
講
書
を
し

て
き
か
す
べ
し
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
鶴
は
始
終
さ
い
し
よ
よ
り
奥
勤
に

て
、
春
橘
殿
家
督
立
れ
て
伯
耆
守
と
云
へ
り
。
鶴
、
格
別
に
懇
意
に
て

あ
り
し
也
。
久
之
助
殿
も
長
屋
ず
ま
ひ
で
あ
り
し
よ
り
、
素
読
を
も
鶴

が
授
け
た
り
。
伯
耆
守
殿
卒
去
し
て
今
の
侯
立
れ
た
り
。
鶴
、
青
山
家

に
仕
る
こ
と
始
終
七
年
に
て
、
禄
を
辞
し
て
遊
学
せ
り
。

　

す
な
わ
ち
、
若
殿
様
へ
の
学
問
の
教
授
で
あ
っ
た
。
こ
の
職
務
に
青
陵
は

耐
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
生
活
の
た
め
に
耐
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
非
常
に
名
誉
な
勤
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
青
陵
の
性
格

は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
青
陵
と
青
山
家
は

「
自
由
」
な
関
係
に
あ
っ
た
。
右
の
引
用
文
も
、「
尤
、
罪
も
な
き
身
な
れ
ば
、

翌
日
よ
り
や
は
り
懇
意
に
出
た
り
」
と
続
く
。
ま
た
青
陵
の
学
問
は
、
系
譜

的
に
経
済（
（（
（

に
傾
斜
し
て
い
た
か
ら
、
御
殿
勤
め
は
向
か
な
か
っ
た
。

　

儒
学
の
系
譜
か
ら
み
る
と
、
青
陵
は
徂
徠
学
の
人
で
あ
る
（
稽
古
談
111
）。

先
生
は
始
め
は
春
台
門
人
の
大
塩
与
右
衛
門
と
い
ふ
儒
者
の
門
人
也
。

後
に
灊し
ん
す
い水
先
生
宇
佐
美
恵
助
の
門
人
と
な
り
て
、
徂
徠
派
の
儒
者
也
。

鶴
は
十
ば
か
り
の
と
き
よ
り
宇
佐
美
先
生
の
門
人
に
て
、
鶴
が
二
十
三

の
と
き
先
生
卒
せ
り
。
鶴
は
唯
文
章
ず
き
に
て
、
何
派
の
学
問
な
ど
ゝ

い
ふ
こ
と
大
き
に
き
ら
ひ
也
。
わ
か
き
と
き
か
ら
何
派
の
学
問
に
て
も

な
し
。
即
、
鶴
が
一
家
の
学
也
。

　

先
生
と
は
父
角
田
朋
で
あ
る
。
号
は
青
渓
と
い
う
。
春
台
は
太
宰
春
台
で

あ
る
。
大
塩
与
右
衛
門
と
は
、
号
は
鼇ご
う
し
ょ渚
、
春
台
門
下
で
薪
炭
業
を
営
ん
だ

富
商
で
あ
る（
（（
（

。
宇
佐
美
灊
水
は
徂
徠
の
門
人
で
あ
る
。
徂
徠
没
後
、
徂
徠
学

派
は
公
私
に
分
裂
し
た
。
公
的
側
面
を
継
承
し
た
の
は
春
台
一
人
と
い
わ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
灊
水
は
、「
頗
る
春
台
の
風
あ

り（
（（
（

」
と
評
さ
れ
た
学
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
青
渓
は
二
つ
の
系
譜
か
ら

徂
徠
学
を
継
承
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、、
青
陵
は
父
と
灊
水
と
か
ら

学
ん
だ
の
で
あ
る
。
青
陵
は
「
何
派
」
で
も
な
い
「
鶴
が
一
家
の
学
」
と
、

自
称
し
て
い
る
が
、
徂
徠
学
の
系
譜
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
も
父
以
来
、
春
台

的
な
経
済
論（
（1
（

が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
と
い
え
る
。

　

父
青
渓
は
、
宮
津
の
家
臣
が
米
を
横
領
し
て
藩
主
の
い
る
江
戸
に
送
ら
な
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か
っ
た
た
め
に
、
江
戸
邸
が
財
政
破
綻
す
る
と
い
う
御
家
騒
動
の
解
決
に
あ

た
っ
た
。
そ
し
て
、「
三
年
の
内
に
勝
手
の
こ
ら
ず
さ
ら
へ
あ
げ
て
身
上
な

お
れ
り
」
と
の
成
果
を
あ
げ
た
（
稽
古
談
106
）。
そ
の
方
法
は
、
河
辺
次
郎

右
衛
門
と
い
う
金
持
浪
人
に
千
両
出
さ
せ
て
、
家
中
に
次
の
よ
う
に
指
令
し

た
（
稽
古
談
107
）。

今
迄
は
き
び
し
き
倹
約
を
云
ひ
渡
し
た
れ
ど
も
、
今
日
よ
り
拙
者
に
御

勝
手
を
御
預
け
な
さ
る
ゝ
、
拙
者
御
勝
手
向
を
御
預
り
も
ふ
す
上
は
、

今
迄
の
法
を
さ
つ
ぱ
り
と
と
り
か
へ
て
、新
面
目
に
す
る
こ
と
ゆ
へ
に
、

先
づ
唯
今
よ
り
、
御
倹
約
は
止
め
に
す
る
也
。
何
年
何
日
以
前
の
掟
に

定
め
か
へ
る
こ
と
也
。
何い
ず

れ
も
と
ん
と
新
し
ふ
し
ら
べ
か
へ
て
、
拙
者

の
新
法
を
守
ら
る
べ
し
。

　

倹
約
を
中
止
し
て
財
政
再
建
を
し
た
と
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
た

の
か
。
青
陵
は
借
金
を
全
部
返
済
し
た
く
ら
い
の
こ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い

が
、
千
両
の
金
を
有
効
に
運
用
し
た
に
違
い
な
い
。
お
そ
ら
く
青
渓
は
春
台

の
経
済
論
を
富
商
で
あ
っ
た
鼇
渚
を
通
し
て
、
具
体
化
し
た
か
た
ち
で
継
承

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
父
の
学
風
を
青
陵
は
継
承
し
た
。
学
問
的
系
譜

を
記
し
た
右
の
引
用
文
の
直
前
に
は
、
次
の
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
（
110
〜

111
）。昔

し
青
山
家
に
居
り
し
と
き
に
、
左
兵
衛
佐
殿
、
鶴
を
呼
て
、
扨
、
其

方
の
親
は
日
比
谷
（
宮
津
青
山
家
の
江
戸
邸
の
あ
っ
た
所
、
注
吉
田
）

の
身
上
を
一
た
び
興
し
た
る
大
忠
大
才
の
人
也
。
其
方
も
儒
者
の
こ
と

な
れ
ば
、
此
家
の
経
済
の
こ
と
に
つ
き
て
、
心
づ
き
た
る
こ
と
を
書
き

て
見
す
べ
し
と
い
ゝ
つ
け
ら
る
。
鶴
、
退
き
て
四
，
五
十
枚
の
書
付
を

と
ゝ
の
へ
て
青
渓
先
生
に
見
せ
た
る
に
、
先
生
云
、
こ
ゝ
に
て
は
な
し
、

大
き
に
け
ん
と
ふ
ち
が
ふ
て
お
る
也
。
か
き
な
お
す
べ
し
と
云
は
れ
た

り
。
又
か
き
な
お
し
て
見
せ
た
る
に
、
先
生
云
、
前
の
よ
り
は
少
し
ま

し
な
れ
ど
も
、
ま
だ
こ
ゝ
で
も
な
き
也
。
又
か
き
な
お
す
べ
し
と
云
は

る
。
鶴
、
今
度
は
儒
者
の
論
を
と
ん
と
や
め
て
、
身
上
の
よ
ふ
な
る
す

じ
を
、
ち
か
ど
ら
ま
へ
に
し
て
、
今
日
入
用
の
こ
と
を
か
き
な
ら
べ
て

見
せ
た
る
に
、
先
生
大
き
に
よ
ろ
こ
び
玉
ひ
て
、
至
極
こ
れ
な
り
と
て
、

父
子
難
じ
合
い
、
問
ひ
合
い
て
、
経
済
の
こ
と
を
研
究
せ
り
。
世
が
ち

が
ふ
て
お
る
ゆ
へ
に
、
事
は
追
々
ち
が
へ
ど
も
、
意
に
ち
が
ふ
こ
と
な

し
。

　

本
家
の
青
山
忠
高
か
ら
経
済
の
諮
問
を
受
け
た
。
そ
こ
で
青
陵
は
父
の
指

導
を
え
て
、「
儒
者
の
論
を
と
ん
と
や
め
て
」「
今
日
入
用
の
こ
と
を
か
き
な

ら
べ
」
た
。
そ
し
て
、
父
と
と
も
に
研
究
し
た
の
で
あ
る
。
と
き
は
、
青
山

家
に
儒
者
と
し
て
仕
え
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。

　

遊
学
を
続
け
た
青
陵
で
あ
っ
た
が
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
こ
ろ
に
、

尾
張
藩
儒
の
細
井
平
洲
が
重
病
に
な
っ
た（
（（
（

た
め
に
、
儒
者
と
し
て
尾
張
藩
に

ふ
た
た
び
仕
え
た
。
し
か
し
、
三
年
で
退
去
し
た
。
そ
の
後
、
一
年
越
後
で

過
ご
し
、
次
い
で
加
賀
に
一
年
余
逗
留
し
た
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
か

ら
は
京
都
に
住
ん
だ
（
稽
古
談
110
）。
同
一
四
年
に
六
三
歳
で
死
亡
し
た
。

三　

方
法

　

本
論
に
入
る
前
に
、
青
陵
の
経
済
論
の
方
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

経
済
、
現
実
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
青
陵
に
と
っ
て
、
学
問
と
は
も
は
や

古
典
の
解
釈
学
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
（
稽
古
談
29
）。

学
問
と
云
は
古い
に
し
へ
の
こ
と
に
く
わ
し
き
ば
か
り
の
こ
と
に
て
は
な
き

也
。
今
日
唯
今
の
こ
と
に
く
わ
し
き
が
よ
き
学
問
と
い
ふ
も
の
也
。
古

へ
に
な
き
智
恵
が
、
今
の
人
執
行
に
て
推
し
出
た
る
こ
と
甚
多
し
。
凡

そ
今
の
時
に
く
ら
き
は
、
む
だ
学
問
と
云
も
の
也
。

　

学
問
と
は
今
日
の
諸
問
題
に
対
応
す
べ
き
も
の
、
し
か
も
今
日
は
「
古
へ

に
な
き
智
恵
が
」
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
儒
者
は
「
皆
政
事
は
下
手
」
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（
稽
古
談
5
）、「
御
勝
手
取
直
し
の
こ
と
は
、
一
向
に
下
手
」（
稽
古
談
7
）

で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、孔
孟
の
解
釈
学
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

孔
子
は
春
秋
の
、
孟
子
は
戦
国
の
と
き
の
人
で
あ
っ
て
、
日
本
の
「
今
日
は

昇
平
二
百
余
年
」
と
は
時
代
が
違
う
（
稽
古
談
3
）。
し
た
が
っ
て
、
孔
孟

の
「
定
木
を
今
日
に
う
つ
す
と
き
は
、
な
る
ほ
ど
合
ぬ
は
づ
也
」（
稽
古
談

4
）
と
、
青
陵
は
孔
孟
の
教
を
一
旦
否
定
す
る
。
し
か
し
、
儒
者
で
あ
っ
た

青
陵
に
と
っ
て
、
孔
子
と
孟
子
は
も
っ
と
も
尊
重
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
孔
孟
を
解
釈
す
る
方
法
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
養
心
談
420
）。

今
時
は
如
何
と
考
て
言
葉
を
出
す
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
故
に
孟
子
の
言

を
師
に
す
る
間
違
也
。
孔
子
の
言
を
師
に
言
（
マ
マ
（す
る
間
違
也
。
孟
子
の
意

孔
子
の
意
を
師
に
す
れ
ば
間
違
事
な
し
。

　

す
な
わ
ち
、
今
を
考
え
て
、
孔
孟
の
言
に
そ
の
ま
ま
従
う
の
で
は
な
く
、

そ
の
「
意
」
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

方
法
は
『
論
語
』『
孟
子
』
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
古
典
全
体

に
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
古
典
を
正
確
に
解
読
し
て
論

理
展
開
を
す
る
正
統
的
な
方
法
を
否
定
し
て
、
自
由
に
大
胆
に
解
釈
す
る
の

で
あ
る
。

　

具
体
的
な
方
法
論
と
し
て
は
、「
鶴
の
考
へ
に
は
洪
範
は
本
の
本
也
。
周

礼
は
末
の
本
也
」（
植
蒲
談
143
）
と
述
べ
る
。『
書
経
』「
洪
範
」
は
、「
本
」

原
論
の
根
本
で
あ
り
、『
周
礼
』
は
「
末
」
方
法
論
の
根
本
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

方
法
論
の
書
と
し
て
『
周
礼
』
を
採
用
し
た
理
由
は
、
先
王
の
説
い
た
経

済
の
書
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
乱
世
の
学
説
と
し
て
孔

孟
を
否
定
し
た
青
陵
に
と
っ
て
、
拠
る
べ
き
聖
人
は
「
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・

武
・
周
公
の
仕
方
に
て
、
治
世
を
治
む
れ
ば
治
ま
る
也
」（
稽
古
談
14
）
と
、

道
を
制
作
し
て
治
世
を
も
た
ら
し
た
作
者
七
人
の
聖
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

『
周
礼
』
は
、「
周
礼
の
法
は
物
を
う
る
法
也
。
皆
一
割
の
利
息
を
取
る
法
也
。

聖
人
の
法
也
」（
稽
古
談
22
）
と
、
聖
人
の
著
わ
し
た
売
買
・
利
息
の
書
と

み
な
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、『
周
礼
』
は
周
公
に
託
さ
れ
た
国
家
の

行
政
組
織
を
説
い
た
偽
書
で
あ
る
。
青
陵
は
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
（
稽
古
談
6
）。

扨
、
周
礼
の
法
は
周
公
の
た
て
ら
れ
た
る
に
な
い
に
し
た
る
所
が
、
い

づ
れ
す
さ
ま
じ
く
経
済
に
達
し
た
る
男
の
、
大
国
の
政
を
手
に
と
り
て

行
な
ふ
て
見
た
る
男
の
書
た
る
も
の
也
。
ゆ
へ
に
み
な
真
の
こ
と
也
。

今
日
ぢ
き
に
取
行
ふ
て
用
に
立
こ
と
也
。

　

青
陵
は
偽
書
で
あ
る
が
、「
経
済
に
達
し
た
る
男
」
が
、「
大
国
の
政
」
を

実
際
に
行
っ
た
実
績
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
「
真
」
の
書
と
認
め
た
の
で
あ

る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
聖
人
級
の
人
物
に
よ
る
有
用
な
書
と
し
て
、
合

理
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

原
論
と
な
っ
た
「
洪
範
」
の
解
釈
は
、
青
陵
独
自
の
『
老
子
』
の
四
大
に

よ
っ
た
矛
盾
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
（
洪
範
談
586
）。

余
は
此こ

の
洪
範
を
も
小
児
の
と
き
よ
り
何
遍
も
〳
〵
人
に
講
じ
て
き
か

せ
る
に
、（
中
略
）
此こ
の

二
十
年
ほ
ど
以
前
、四
十
近
ふ
な
り
て
解
せ
た
り
。

一
た
い
老
子
を
講
ず
る
に
、
四
大
と
い
ふ
事
を
講
ず
。
天
・
地
・
人
・

道
の
四
つ
な
り
。

　

し
か
し
、
定
数
は
天
地
人
な
ど
「
動
か
ぬ
数
」
三
で
あ
る
。
老
子
の
四
大

は
こ
の
定
数
に
、「
又
活
き
た
る
も
の
を
入
れ
て
四
に
し
た
る
」も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
気
で
あ
る
（
道
で
あ
る
は
ず
が
気
と
す
る
。
青
陵
は
道
＝
気
と
と
ら

え
て
い
る
）（
洪
範
談
586
〜
587
）。
気
は
陰
陽
で
あ
る
か
ら
数
は
五
と
な
る
。

五
行
に
配
当
す
る
と
、
定
数
の
三
は
水
・
火
・
土
で
あ
り
、
気
は
金
・
木
で

あ
る
（
洪
範
談
595
）。
そ
こ
か
ら
潤
下
・
炎
上
の
巻
き
上
げ
法
が
導
き
出
さ

れ
た
（
稽
古
談
85
）。

洪
範
に
「
水
に
潤
下
と
い
ひ
、
火
に
炎
上
と
い
ふ
」
と
云
へ
り
。
こ
れ

が
金
を
上
へ
上
る
法
也
。
聖
人
の
智
と
い
ふ
も
の
は
、
お
そ
ろ
し
い
よ
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ふ
な
れ
ど
も
、
聖
人
は
唯
、
理
を
か
た
る
。

　

青
陵
の
方
法
論
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
題
点
に
関
し
て
は
、
七
節
で
論
じ
よ
う
。

四　

重
商
主
義
的
政
策

　

青
陵
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
儒
学
の
流
れ
か
ら
生
ま
れ
た

経
済
論
の
最
高
峰
と
い
え
る
人
物
で
あ
る
。
青
陵
は
藩
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、

商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
に
対
応
し
た
積
極
的
な
経
済
政
策
を
提
唱
し
た
人
で

あ
っ
た
。
本
節
は
こ
の
側
面
を
確
認
し
よ
う
。

　

前
節
で
青
陵
が
、『
周
礼
』
は
聖
人
の
著
わ
し
た
売
買
・
利
息
の
書
と
述

べ
て
い
る
の
を
み
た
が
、
同
じ
趣
旨
の
言
葉
を
青
陵
は
繰
り
返
す
（
稽
古
談

9
・
24
）。

天
地
は
理
づ
め
也
。
う
り
か
い
利
息
は
理
づ
め
也
。
国
を
富
さ
ん
と
な

ら
ば
、
理
に
か
へ
る
べ
き
こ
と
也
。
理
に
か
へ
り
て
見
れ
ば
周
礼
は
甚

よ
き
手
が
か
り
也
。

皆
売
買
は
天
理
也
。
周
礼
は
売
買
の
こ
と
也
。
聖
人
の
法
は
売
買
也
。

　

青
陵
は
『
周
礼
』
に
記
さ
れ
た
売
買
・
利
息
は
天
理
で
あ
り
聖
人
の
法
で

あ
り
、
そ
れ
は
国
（
こ
の
場
合
は
藩
の
こ
と
）
を
富
ま
す
基
本
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
。
青
陵
は
売
買
・
利
息
の
私
的
な
金
銭
関
係
こ
そ
が
、
国
家
社

会
の
基
本
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
賎
金
思
想
の
支
配

す
る
当
時
の
封
建
社
会
に
お
い
て
は
、
青
陵
の
よ
う
な
功
利
主
義
的
な
考
え

方
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
青
陵
は
「
其
根
源
へ
ゆ
き

て
見
る
こ
と
近
し
」
と
、
封
建
制
度
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
年
貢
と
は
な
ん

で
あ
る
か
を
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
た
（
稽
古
談
7
〜
8
）。

も
と
田
を
民
へ
わ
た
し
て
、
民
よ
り
米
を
あ
げ
さ
す
る
は
何
と
い
ふ
も

の
ぞ
や
。
何
の
り
く
つ
で
民
よ
り
米
を
取
る
こ
と
な
り
や
。
せ
め
て
こ

の
理
を
知
た
ら
ば
、
く
わ
ら
り
と
わ
か
る
べ
し
。
田
も
山
も
海
も
金
も

米
も
、
凡
そ
天
地
の
間
に
あ
る
も
の
は
皆
し
ろ
も
の
也
。
し
ろ
も
の
は

又
し
ろ
も
の
を
う
む
は
理
也
。
田
よ
り
米
を
う
む
は
、
金
よ
り
利
息
を

う
む
と
ち
が
い
た
る
こ
と
な
し
。
山
の
材
木
を
う
み
、
海
の
魚
塩
を
う

み
、
金
や
米
の
利
息
を
う
む
は
天
地
の
理
也
。
田
を
す
て
ゝ
を
け
ば
何

も
う
ま
ぬ
也
。
金
を
ね
せ
て
を
け
ば
何
も
う
ま
ぬ
也
。
田
を
民
に
か
し

つ
け
て
十
分
一
の
年
貢
を
取
る
は
、
こ
れ
一
割
の
利
を
取
る
也
。
周
礼

に
は
㯃
の
木
は
二
十
五
の
五
（
マ
マ
（と
云
へ
ば
、
是こ
れ

四
朱
の
利
也
。
勿
論
、
利

を
う
む
に
、
物
に
よ
り
て
遅
速
あ
る
ゆ
へ
、
利
息
に
多
少
な
ふ
て
か
な

わ
ぬ
こ
と
也
。
田
の
年
貢
も
、
山
年
貢
も
、
海
年
貢
も
皆
息
物
也
。
し

ろ
も
の
を
か
し
て
利
息
を
取
也
。是こ
の

利
息
は
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
也
。

山
師
に
て
も
な
し
。
天
地
の
理
也
。

　
「
し
ろ
も
の
」
は
「
代
物
」
で
あ
る
が
、『
広
辞
苑
』
で
は
、
商
品
・
品
物
・

代
金
・
銭
・
原
料
・
材
料
・
た
ね
と
、
意
味
は
多
様
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
し

ろ
も
の
は
又
し
ろ
も
の
を
う
む
」
は
、
次
の
「
田
よ
り
米
を
う
む
」
な
ど
の

用
例
か
ら
、
生
産
財
は
品
物
を
生
む
の
意
味
で
あ
る
。「
し
ろ
も
の
」
は
生

産
財
と
生
産
物
の
二
重
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
故
に
、

続
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

田
や
山
海
で
の
生
産
は
、
金
融
が
利
息
を
生
む
よ
う
に
余
剰
を
生
む
。
し

た
が
っ
て
、
田
の
所
有
者
で
あ
る
領
主
は
農
民
に
田
を
貸
す
こ
と
で
、
地
代

と
し
て
一
割
の
年
貢
を
取
る
。
山
海
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
年
貢
と

は
金
融
で
の
利
息
と
同
じ
で
、「
天
地
の
理
」
と
し
て
取
る
べ
く
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
田
の
年
貢
を
一
割
と
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
実
態
と
あ
わ
な
い

が
、
こ
れ
は
井
田
制
の
年
貢
率
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
貢
を

取
る
原
理
を
説
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
問
題
に
す
る

必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
年
貢
は
「
息
物
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
看
過
す
べ
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き
で
は
な
い
。
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
説
い
た
青
陵
で
あ
っ
た
が
、
年
貢

は
金
納
で
な
く
、
物
納
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

年
貢
は
地
代
と
し
て
の
利
息
で
あ
る
と
説
い
た
青
陵
の
封
建
的
諸
関
係
を

み
る
眼
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
君
臣
関
係
も
、
売
り
買
い
の
関

係
で
あ
る
と
説
い
た
（
稽
古
談
8
）。

古い
に
しへ
よ
り
君
臣
は
市
道
な
り
と
云
也
。
臣
へ
知
行
を
や
り
て
働
か
す
、

臣
は
ち
か
ら
を
君
へ
う
り
て
米
を
と
る
。
君
は
臣
を
か
い
、
臣
は
君
へ

う
り
て
、
う
り
か
い
也
。
う
り
か
い
が
よ
き
也
。
う
り
か
い
が
あ
し
き

こ
と
に
て
は
な
し
。
凡
そ
う
り
か
い
の
こ
と
は
、
君
子
の
す
る
こ
と
で

な
い
と
云
は
、
皆
孔
子
の
利
を
い
と
ふ
こ
と
を
丸
の
み
に
し
て
、
の
み

こ
み
そ
こ
な
ふ
た
る
也
。
君
臣
は
う
り
か
い
で
は
な
い
と
い
ゝ
た
る
よ

り
、
喰
つ
ぶ
し
と
骨
折
損
と
沢
山
あ
り
。
喰
つ
ぶ
し
は
君
の
損
也
。
骨

折
損
は
臣
の
損
也
。
甚
不
算
用
な
る
も
の
也
。
天
地
の
理
に
ち
が
ふ
て

を
る
也
。

　

近
世
の
君
臣
関
係
は
知
行
、
米
を
媒
介
に
し
て
成
立
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
ま
さ
に
売
り
買
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
な
い
か
ら
、「
喰

つ
ぶ
し
」
や
「
骨
折
損
」
が
出
る
の
だ
と
。「
喰
つ
ぶ
し
」
と
は
禄
高
の
割

に
仕
事
の
少
な
い
番
方
の
者
を
、「
骨
折
損
」
と
は
仕
事
の
割
に
禄
高
の
少

な
い
役
方
の
者
を
指
し
て
い
る
（
稽
古
談
8
〜
9
）。
形
骸
化
し
無
能
化
し

た
武
士
に
つ
い
て
は
八
節
で
ま
た
論
じ
る
が
、
情
誼
で
結
ば
れ
た
君
臣
関
係

を
、売
り
買
い
と
根
本
的
に
明
確
に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。ま
た
武
士
は
、「
武

士
の
取
る
も
の
は
米
也
。
何
万
石
何
千
石
と
云
て
取
也
。
此
米
を
売
て
、
そ

れ
か
ら
物
を
か
わ
ね
ば
買か
え

ぬ
理
也
」（
稽
古
談
22
）
と
、
売
買
の
関
係
の
な

か
で
生
活
し
て
い
る
と
、
そ
の
自
覚
を
求
め
た
。

　

青
陵
が
売
り
買
い
を
基
本
に
し
て
所
説
を
展
開
す
る
の
は
、
武
家
が
財
政

的
に
破
綻
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
正
視
し
て
、

認
識
を
改
め
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
財
政
破
綻
を
克
服
す
る
た
め
に

は
、
商
品
貨
幣
経
済
の
売
り
買
い
に
よ
る
富
国
策
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
ん
に
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
条
件
は
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
他
藩

も
同
じ
政
策
を
と
る
。
競
争
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
自
国
の
経
済
的
発
展
を
図

る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
次
の
よ

う
に
説
い
た
（
稽
古
談
69
）。

今
の
世
は
隣
国
に
も
油
断
せ
ら
れ
ず
、
自
国
を
も
油
断
な
ふ
養
は
ね
ば

な
ら
ぬ
時
也
。
隣
国
に
も
油
断
な
ら
ぬ
と
云
は
、
乱
世
の
攻
伐
の
類
に

非
ず
、
売
買
損
徳
の
事
也
。
隣
国
に
心
付
ず
、
う
つ
か
り
と
し
て
を
れ

ば
、
隣
国
に
て
、
此
方
の
貨
財
を
あ
ち
ら
へ
す
い
こ
む
計
策
を
す
る
ゆ

へ
に
、
油
断
な
ら
ぬ
と
云
也
。
自
国
を
も
油
断
な
ふ
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
は
、
隣
国
に
て
土
の
出
の
多
ふ
な
る
よ
ふ
に
す
る
に
、
此
方
の

国
に
て
工
夫
せ
ね
ば
、
隣
国
は
富
て
、
此
方
の
国
は
貧
に
な
る
也
。
隣

国
富
て
此
方
貧
な
れ
ば
、
金
銀
は
富
た
る
方
へ
な
ら
で
は
流
れ
ぬ
も
の

也
。
ゆ
へ
に
此
方
の
国
を
ば
富
さ
ね
ば
、
他
国
へ
富
は
流
れ
ゆ
き
て
し

も
ふ
也
。
以
て
の
外
の
事
に
て
は
な
き
や
、
一
向
に
う
つ
か
り
と
し
て

を
る
べ
き
と
き
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
又
箇
様
の
世よ
ゆ
え故
に
、
此
方
の
国

富
め
ば
、
又
隣
国
の
金
銀
は
、
日
夜
に
此
方
へ
な
が
れ
こ
む
也
。

　

競
争
の
現
実
の
な
か
で
富
国
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は

富
む
基
本
は
な
に
か
。
右
の
引
用
文
で
は
、「
土
の
出
の
多
ふ
な
る
よ
ふ
に

す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
よ
り
明
確
に
富
む
と
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
稽
古
談
33
〜
34
）。

此
か稼

せ
ぎ
ま増

し
と
い
ふ
こ
と
に
つ
き
て
考
る
に
、陸
に
て
は
田
・
畠
・
山
・

林
、
海
・
川
に
て
は
魚
・
鼈
す
っ
ぽ
ん

、
皆
土
地
よ
り
生
ず
る
も
の
に
て
、
民
の

手
足
さ
へ
動
け
ば
な
ん
ぼ
も
出
来
る
も
の
な
れ
ど
も
、
民
の
手
足
懶ら
ん
た
い怠

な
れ
ば
出
き
ぬ
也
。
出
き
ぬ
と
云
は
無
き
に
あ
ら
ず
。
出
さ
ぬ
ゆ
へ
也
。

土
地
よ
り
出
る
も
の
多
き
を
富
と
云
。

　

す
な
わ
ち
、「
民
の
手
足
さ
へ
動
け
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
農
民
の
労
働
に
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よ
る
、「
土
地
よ
り
出
る
も
の
」
つ
ま
り
生
産
物
の
「
多
き
を
富
と
云
」
の

で
あ
る
。
青
陵
の
富
国
策
は
売
り
買
い
の
商
品
流
通
と
錯
覚
し
や
す
い
が
、

そ
の
根
底
に
は
生
産
の
拡
大
が
あ
る
。
そ
の
う
え
に
、
藩
に
よ
る
専
売
制
を

説
い
た
の
で
あ
る
。

　

青
陵
は
専
売
制
の
成
功
例
と
し
て
、丹
波
園
部
藩
の
事
例
を
あ
げ
る
。「
園

部
は
多
葉
粉
・
菜
種
よ
り
松
茸
・
青
物
ま
で
」
の
産
物
を
京
都
に
出
荷
し
て

い
た
が
、
以
前
は
「
百
姓
の
納
屋
物
」
と
し
て
、「
小
荷
物
に
て
、
少
々
づ
ゝ

て
ん
〴
〵
に
京
へ
」
出
荷
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
問
屋
に
買
い
た
た
か
れ

て
い
た
。「
近
年
、
家
中
の
武
士
に
才
物
」
が
い
て
、「
園
部
の
百
姓
と
相
談

し
」、
京
都
の
町
奉
行
所
の
許
可
を
え
た
。
そ
し
て
、
産
物
を
藩
で
買
い
上

げ
て
、
藩
の
荷
物
と
し
て
京
都
屋
敷
に
送
っ
た
。
そ
こ
で
「
仲
買
ど
も
を
呼

寄
て
」
販
売
し
た
。
か
く
し
て
商
権
の
主
客
は
逆
転
し
た
。「
最
初
よ
り
園

部
大
き
に
利
を
得
」、
百
姓
も
利
益
を
え
て
、「
こ
れ
百
姓
ど
も
大
き
に
喜
ぶ

理
也
。
百
姓
よ
ろ
こ
べ
ば
、
百
姓
う
か
る
ゝ
也
。
己
れ
が
労
を
も
う
ち
は忘

す

れ
て
、
産
物
を
や
た
ら
に
出
す
心
に
な
る
ゆ
へ
に
、
産
物
多
ふ
出
る
也
」
と
、

生
産
も
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
（
稽
古
談
23
〜
24
）。
た
だ
し
、
青
陵
が
提

唱
す
る
専
売
制
と
は
、
自
藩
の
産
物
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

　

た
と
え
ば
、
青
陵
は
加
賀
藩
に
自
藩
の
良
米
を
す
べ
て
大
坂
に
売
っ
て
、

越
後
の
安
い
米
を
買
う
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
坂
で
加
賀

の
米
は
「
殊
の
外
悪
き
米
に
て
」、
安
い
の
で
貧
乏
人
ば
か
り
食
べ
て
い
る
。

青
陵
は
加
賀
で
は
よ
い
米
が
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
来
て
み
る
と
土

地
は
肥
え
て
い
て
、
米
は
お
い
し
い
。「
是こ
れ

は
悪
き
米
を
大
坂
へ
廻
し
て
、

よ
き
米
を
」
加
賀
で
食
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
越
後
で
は
「
新
潟
へ

は
大
坂
よ
り
舟
入
津
し
、
極
々
安や
す

直ね

に
米
を
買
ふ
」
の
で
、「
加
州
・
越
中

の
内
へ
廻
し
て
、
金
を
才
覚
し
」
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
実
現
す
れ

ば
、
加
賀
藩
は
十
分
に
利
鞘
を
か
せ
げ
る
の
で
、
次
の
提
案
と
な
っ
た
（
経

済
話
325
）。

加
州
の
よ
き
米
を
大
坂
へ
不
レ
残
廻
し
て
、
越
後
の
米
を
御
買
い
な
さ

れ
ば
、
二
十
万
石
三
十
万
石
は
忽た

ち
まち
出
て
く
る
こ
と
な
り
。
直ね
だ
ん段
は
金

沢
の
半
分
位
な
る
べ
し
。
米
も
悪
し
か
ら
ぬ
米
也
。

　

一
種
の
産
物
廻
し
で
あ
る
。
産
物
廻
し
に
は
資
金
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ

で
青
陵
は
山
片
蟠
桃（
（（
（

の
仙
台
に
お
け
る
実
績
に
学
ん
で
、
米
札
を
発
行
し
て

資
金（
（（
（

に
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
（
稽
古
談
31
）。

升
小
（
升
屋
小
右
衛
門
の
略
で
蟠
桃
の
こ
と
、
注
吉
田
）
は
、
米
札
を

願
ふ
て
を
び
た
ゞ
し
ふ
作
り
て
、
仙
台
の
上
よ
り
出
す
金
を
ば
皆
米
札

に
て
出
す
。
米
を
ば
う
り
て
金
に
し
て
、
そ
の
金
を
ば
出
さ
ず
に
米
札

を
出
す
こ
と
な
れ
ば
、
金
は
し
た
ゝ
か
に
余
る
理
也
。
其
金
を
不
レ
残

大
坂
へ
の
ぼ
せ
て
廻
す
こ
と
也
。
十
万
両
の
ぼ
せ
れ
ば
、
五
朱
の
利
息

に
し
て
も
、五
千
両
は
一
年
に
う
く
也
。百
万
両
の
ぼ
れ
ば
五
万
両
づ
ゝ

年
々
に
ふ
へ
る
こ
と
な
れ
ば
、
是こ
れ

を
以
て
古
借
を
だ
ん
〳
〵
に
か
た
づ

く
る
こ
と
也
。（
中
略
）
是
妙
計
と
云
べ
し
。
と
ん
と
是
が
仙
台
の
富

む
始
り
也
。

　

普
通
の
藩
札
で
な
く
米
札
に
し
た
理
由
は
、「
新
銀
札
は
御
制
禁
」（
稽
古

談
31
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（
（（
（

が
、
米
代
金
が
担
保
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
か

え
っ
て
領
内
で
の
信
用
が
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
領
内
で
は
米
札
を
使
い
、
年
貢
米
は
中
央
市
場
で
売
っ
て
、
え
た
金

は
「
大
坂
へ
の
ぼ
せ
て
廻
す
」、
つ
ま
り
大
坂
で
運
用
し
た
。
え
た
利
息
は

「
古
借
」
の
返
済
に
あ
て
た
。
か
く
し
て
財
政
は
再
建
さ
れ
て
、「
富
む
始
り
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

財
政
的
に
余
裕
が
で
き
た
ら
、そ
の
資
金
は
な
に
に
使
う
の
か
。『
稽
古
談
』

で
は
、
続
け
て
産
物
廻
し
の
資
金
難
が
語
ら
れ
る
（
31
）。

産
物
廻
し
の
こ
と
な
ぞ
は
大
ひ
な
る
も
の
な
れ
ば
、
ま
わ
せ
ば
利
の
大

ひ
に
得
ら
る
ゝ
こ
と
な
れ
ど
も
、
金
手
ま
わ
ら
ね
ば
産
物
を
買
上
る
こ
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と
な
ら
ず
。
買
上
る
こ
と
な
ら
ね
ば
、
民
へ
利
を
と
ら
す
る
こ
と
な
ら

ず
。
民
利
を
と
ら
ね
ば
面
白
か
ら
ず
、
民
面
白
か
ら
ね
ば
、
物
沢
山
に

出
ぬ
也
。

　

当
然
、
そ
の
資
金
の
少
な
く
と
も
一
部
は
産
物
廻
し
に
投
資
さ
れ
る
と
連

想
さ
れ
る
の
だ
が
、『
稽
古
談
』
で
は
産
物
廻
し
の
資
金
調
達
と
し
て
続
け

て
説
か
れ
る
の
は
、
農
民
の
間
で
の
金
融
講
と
掛
金
の
代
わ
り
に
商
品
を
あ

て
る
代
物
無
尽
の
結
成
で
あ
る
（
31
〜
36
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
確
で
は

な
い
。『
枢
密
談
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

枢
密
賞
と
は
、「
家
中
の
枢
密
賞
は
、武
事
（
武
器
の
方
が
正
確
、注
吉
田
）

に
心
が
け
る
事
奇
特
な
り
と
誉
る
。
百
姓
は
国
益
と
誉
る
。（
中
略
）
商
人

を
ば
他
国
へ
多
ふ
商
ひ
を
広
ふ
す
る
事
を
誉
る
な
り
」（
163
）と
あ
る
よ
う
に
、

身
分
に
相
応
し
た
産
業
活
動
に
貢
献
し
た
も
の
へ
出
さ
れ
る
賞
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
も
、「
枢
密
の
尤
も
っ
と
も

大
切
に
す
べ
き
は
商
人
な
り
。
国
の
金
を
他
国

へ
取
ら
す
る
も
商
人
也
。
他
国
の
金
を
吸
取
る
も
商
人
な
り
」
と
、
商
人
が

重
視
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
。「
い
か
ゞ
す
れ
ば
金
が

ふ
へ
る
と
問
は
ゞ
、
元
手
が
あ
れ
ば
ふ
え
る
と
答
ふ
る
に
ち
が
ひ
な
き
事
な

り
」
と
、
資
金
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
然
れ
ば
才
智
の
商
人
に
、
上
よ
り

極
内
々
元
手
を
か
し
た
な
ら
ば
、近
国
の
金
は
み
な
此
方
へ
吸
取
る
理
な
り
」

と
、
藩
か
ら
の
金
融
援
助
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
164
）。

　

財
政
再
建
が
な
さ
れ
た
と
き
の
剰
余
金
の
一
部
は
、
産
物
廻
し
の
資
金
に

あ
て
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
で
は
当
面
、

間
に
合
わ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、『
稽
古
談
』
で
は
集
金
の
た
め
に
講
を
説

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
産
物
廻
し
と
は
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か（
稽

古
談
93
）。

産
物
ま
わ
し
の
法
は
、前
に
い
ゝ
た
る
丹
波
園
部
の
法
を
用
ゆ
べ
き
也
。

又
、
品
に
よ
り
て
は
大
荷
に
し
て
、
大
坂
へ
ま
わ
す
べ
き
こ
と
也
。
大

坂
・
京
・
大
津
の
る
い
ば
か
り
が
、
う
り
は
ら
ひ
場
に
て
、
外
に
は
な

き
に
あ
ら
ず
。
大
都
会
に
て
は
ど
こ
で
も
引
合
ふ
こ
と
で
き
る
也
。
且
、

外
の
都
会
と
引
き
合
へ
ば
、
此
方
の
し
ろ
も
の
を
売
り
払
ふ
の
み
に
あ

ら
ず
、其
都
会
の
物
を
や
す
ふ
し
い
れ
て
く
る
こ
と
も
出
来
る
也
。
又
、

自
国
の
物
を
他
へ
う
り
、
他
の
物
を
自
国
へ
か
い
入
る
ゝ
の
み
に
あ
ら

ず
、
他
の
物
を
他
へ
う
り
て
も
よ
き
こ
と
也
。
あ
き
人
に
あ
き
な
ひ
を

さ
せ
る
こ
と
、
国
の
は
ぢ
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
也
。
所
詮
、
米
を
う
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
武
家
の
こ
と
な
れ
ば
、物
を
う
り
た
り
か
ひ
た
り
す
る
こ
と
、

又
甚は
な
は
だの
醜し
ゅ
う
こ
う行と
い
ふ
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。

　

こ
こ
で
「
丹
波
園
部
の
法
を
用
ゆ
べ
き
也
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
右
に

み
た
よ
う
に
園
部
藩
で
は
専
売
制
を
実
施
し
て
い
た
が
、
産
物
廻
し
は
し
て

い
な
か
っ
た
か
ら
、
専
売
制
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
売
制
の
下
で
実

施
さ
れ
る
産
物
廻
し
と
は
、
た
ん
に
大
都
市
へ
出
荷
す
る
の
み
で
は
な
い
。

逆
に
輸
入
す
る
。
大
都
市
と
交
易
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
他
領
と
も
交
易
す

る
。
さ
ら
に
は
他
領
の
商
品
を
買
っ
て
他
領
へ
売
り
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

「
家
中
が
商
事
会
社
に
な
る（
（（
（

」
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
少
し
違
っ
て
い
る
と

私
は
思
う
。

　

た
し
か
に
最
後
に
、「
米
を
う
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
武
家
の
こ
と
な
れ
ば
、
物

を
う
り
た
り
か
ひ
た
り
す
る
こ
と
」
は
「
醜
行
」
で
な
い
と
い
っ
て
、
藩
士

が
直
接
商
売
を
す
る
よ
う
に
読
め
る
が
、そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
直
前
に「
あ

き
人
に
あ
き
な
ひ
を
さ
せ
る
こ
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
接
商
売
を
す
る
の

は
商
人
で
あ
る
。
藩
士
が
す
る
こ
と
は
「
あ
き
な
ひ
を
さ
せ
る
」
と
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
上
に
い
て
指
揮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
右
に

み
た
金
融
面
の
援
助
と
、「
自
国
の
市
に
も
、
市
の
目
付
を
つ
け
て
、
市
の

し
ら
べ
を
す
る
」（
稽
古
談
93
）
と
あ
る
よ
う
に
、
自
国
市
場
の
管
理
・
統

制
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
園
部
藩
に
み
た
よ
う
に
、
対
外
的
な
対
応
が
挙
げ
ら

れ
る
。
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商
業
に
お
け
る
商
人
の
実
力
は
、
と
て
も
否
定
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
右
に
『
枢
密
談
』
に
み
た
よ
う
に
、
対
外
的
な

交
易
は
商
人
が
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
面
で
は
領
内
に
お
け
る
信
用

か
ら
み
て
も
、
藩
と
の
落
差
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
（
御
衆
談
138
）。

凡
そ
前
々
も
御
買
上
と
書
た
る
所
は
、
皆
町
人
を
つ
か
ふ
て
町
人
に
買

上
さ
す
る
也
。
百
姓
に
せ
い
、
織
元
に
せ
い
、
上
よ
り
御
買
上
と
云
事

を
甚
い
や
が
る
も
の
也
。
只
と
ら
る
る
様
に
覚
へ
て
、
至
て
恐
る
ゝ
も

の
也
。
町
家
の
か
い
上
、
家町
脱
カは
や
す
ふ
て
も
よ
ろ
こ
ぶ
也
。
上
の
御
買

上
と
い
へ
ば
高
ふ
て
も
い
や
が
る
也
。
こ
れ
が
下
々
の
情
也
。

　

要
は
「
一
国
一
味
方
に
な
り
て
、
他
国
の
金
を
吸
ひ
取
る
と
は
、
産
物
廻

し
が
其
機
密
也
」（
稽
古
談
92
）
と
、
藩
の
下
、
領
民
が
一
致
団
結
し
て
産

業
活
動
を
活
性
化
さ
せ
て
、
領
外
か
ら
金
銀
を
稼
ぐ
の
で
あ
る
。
藩
の
役
割

を
今
の
会
社
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
持
株
会
社
で
あ
ろ
う
か
。

　

な
お
産
物
廻
し
の
商
品
と
し
て
は
、「
珍
ら
し
か
ら
ぬ
、
い
つ
で
も
沢
山

あ
る
も
の
を
、
大
荷
物
と
い
ふ
こ
と
也
」（
陰
陽
談
266
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

日
常
的
に
大
量
に
消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
単
純
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

が
、
青
陵
が
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
の
実
態
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　

青
陵
は
増
産
と
産
物
廻
し
と
で
、「
先
づ
富
ま
す
に
し
く
は
な
し
。
富
む

が
と
ん
と
始
り
也
」（
稽
古
談
69
）
と
、
富
ま
す
こ
と
、
他
領
か
ら
金
銀
を

え
る
こ
と
を
説
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
領
主
が
「
世
話
の
や
き
よ
ふ
、
ゆ
き

と
ゞ
か
」（
稽
古
談
23
）
し
て
百
姓
を
鼓
舞
す
る
。
そ
し
て
、
農
民
が
利
益

を
え
て
「
百
姓
う
か
る
ゝ
也
。
己お
の

れ
が
労
を
も
う
ち
は忘

す
れ
て
産
物
を
や
た

ら
に
出
す
」（
稽
古
談
24
）
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
巻
き
上
げ
法
を
実
施

す
る
の
で
あ
る
（
稽
古
談
93
）。

扨
、
民
の
産
物
を
ま
わ
し
て
や
り
て
、
上
に
も
そ
の
ま
わ
し
て
や
る
入

用
を
納
る
と
云
こ
と
が
、
ま
き
あ
げ
運
上
の
始
ま
り
也
。

　

最
初
は
必
要
経
費
の
徴
収
を
口
実
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
巻
き
上

げ
法
の
完
成
は
す
べ
て
の
産
業
活
動
か
ら
の
徴
税
と
な
り
、
上
下
の
金
銀
の

循
環
を
円
滑
に
す
る
（
稽
古
談
89
）。

皆
天
の
御
定
め
の
一
割
の
利
息
な
り
。
田
地
・
山
海
・
市
陌
を
民
に
か

し
つ
け
て
、
一
割
の
利
息
を
滞
な
ふ
取
れ
ば
、
金
銀
は
ぐ
る
り
〳
〵
と

ま
わ
り
て
、
た足

り
ひ歪

づ
み
な
ふ
、
め
ぐ
り
て
お
る
よ
ふ
に
し
か
け
た
る

も
の
と
見
へ
て
、
水
に
は
潤
下
の
理
を
云
ひ
、
火
に
は
炎
上
の
理
を
云

ふ
こ
と
は
、
全
く
循
環
端は
し

な
き
よ
ふ
に
、
貨
利
め
ぐ
る
と
云
ふ
こ
と
を

教
へ
た
る
も
の
也
。

　
「
市
陌
」
か
ら
も
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
年
貢
・
運
上
を
上
納
し
な
か
っ

た
町
人
か
ら
も
運
上
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
て
「
商
賈
の

民
は
富
み
て
、
本
業
の
民
は
貧
也
と
云
ふ
こ
と
を
き
か
」（
稽
古
談
89
）
ざ

る
社
会
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
領
主
財
政
も
安
定
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

青
陵
は
巻
き
上
げ
法
の
注
意
点
を
、
巻
き
上
げ
法
は
「
ま
き
あ
げ
す
ぎ
れ

ば
下
が
極
無
に
な
る
。凶
也
。ま
き
上
げ
き
か
ね
ば
上
が
極
無
に
な
る
。凶
也
」

「
上
下
等
分
に
ゆ
く
を
天
の
理
と
し
た
る
も
の
也
」（
稽
古
談
87
）
と
指
摘
し

て
い
る
。巻
き
上
げ
法
は
領
主
と
領
民
が
と
も
に
利
益
を
え
な
け
れ
ば
、「
凶
」

破
綻
す
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
巻
き
上
げ
法
は
領
主
と
領
民
と
の
、
豊
か
で

安
定
し
た
社
会
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
意
図
し
て

い
る
と
こ
ろ
は
そ
う
単
純
で
な
い
。
次
に
こ
の
点
を
解
明
し
て
い
こ
う
。

五　

理
想
と
現
実

　

青
陵
は
徹
底
し
て
封
建
的
な
賎
金
思
想
を
批
判
し
て
、
商
品
貨
幣
経
済
の

発
展
に
順
応
し
た
経
済
政
策
を
と
る
よ
う
に
諸
藩
に
求
め
た
。
青
陵
は
現
実

を
直
視
し
て
、
財
政
破
綻
に
苦
し
む
諸
大
名
の
た
め
に
発
想
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
現
実
か
ら
離
れ
て
本
来
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
青
陵
の
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理
想
の
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
な

ぜ
封
建
制
を
危
機
に
赴
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
青
陵
の
考
え
を
確
認

し
よ
う
。

　

青
陵
の
思
想
の
特
色
の
一
つ
は
、
愚
民
観
を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。「
下

は
智
の
な
き
愚
な
る
人
々
也
」（
稽
古
談
10
）。
そ
う
し
た
民
に
道
徳
を
教
え

る
の
は
、
貧
国
の
元
で
あ
る
。
彼
ら
は
肉
体
労
働
に
従
事
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
（
枢
密
談
163
〜
164
）。

民
の
忠
孝
仁
義
を
誉
る
事
甚
い
わ
れ
な
き
事
也
。
忠
孝
仁
義
は
士
の
持

ま
へ
な
り
。
民
が
忠
孝
仁
義
を
は
げ
む
は
か
ど
ち
が
ひ
な
り
。
士
が
田

を
作
り
、
箱
を
さ
し
、
商
を
す
る
に
ち
が
ひ
た
る
事
な
し
。
国
貧
に
な

る
始
り
也
。
唯
、
民
は
ち
か
ら
を
労
す
る
事
持
ま
へ
な
り
。
骨
を
折
て

て
ん
〴
〵
の
業
を
出
精
す
る
事
第
一
な
り
。
忠
孝
仁
義
を
と
ゞ
む
る
に

あ
ら
ず
。
か
ど
ち
が
ひ
ゆ
へ
に
上
よ
り
か
ま
う
事
に
あ
ら
ず
。
上
で
は

民
の
各
の
業
を
出
精
す
る
を
よ
ろ
こ
ぶ
事
な
り
。
忠
孝
仁
義
は
下
民
へ

求
む
る
ゆ
え
ん
に
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
。

　

儒
教
で
は
、
人
は
み
な
能
力
的
に
は
同
等
で
、
道
徳
性
を
身
に
つ
け
な
け

れ
ば
禽
獣
と
同
じ
と
み
る
。
身
分
差
が
生
じ
る
の
は
、
士
は
修
養
に
よ
っ
て

道
徳
性
を
身
に
つ
け
る
が
、
肉
体
労
働
に
追
わ
れ
る
民
は
修
養
の
た
め
の
時

間
的
余
裕
が
な
く
、
道
徳
性
を
み
ず
か
ら
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
民
が
道
徳
性
を
身
に
つ
け
る
の
は
士
の
徳
化
、
見
習
う
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
に
道
徳
を
教
え
る
こ
と
を
否
定
し
た
右

の
引
用
文
で
も
、「
忠
孝
仁
義
を
と
ゞ
む
る
に
あ
ら
ず
」
の
一
文
が
入
っ
て

い
る
。
青
陵
の
民
衆
の
道
徳
観
は
、
儒
教
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

強
い
愚
民
観
を
も
っ
た
青
陵
は
法
家
の
法
治
主
義
を
採
用
し
、
簡
法
厳
刑

主
義
を
主
張
し
た
（
経
済
話
319
）。

簡
法
と
は
、
民
の
情
の
守
ら
れ
ぬ
事
を
ば
守
ら
さ
ぬ
こ
と
な
り
。
誰
に

て
も
守
ら
る
ゝ
事
を
守
ら
す
な
り
。
誰
に
て
も
守
ら
る
ゝ
こ
と
を
守
ら

ぬ
人
を
、
急
度
刑
す
る
と
云
ふ
こ
と
な
り
。
厳
刑
と
は
、
当
り
ま
へ
の

刑
よ
り
も
重
く
す
る
事
也
。

　
「
誰
に
て
も
守
ら
る
ゝ
事
を
守
ら
す
」。
し
か
し
、
そ
れ
に
違
反
し
た
ら
厳

刑
に
処
す
の
で
あ
る
。
な
ぜ
厳
刑
に
処
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ

は
、
み
ず
か
ら
道
徳
性
を
獲
得
で
き
な
い
愚
か
な
民
は
、「
刑
せ
ね
ば
民
の

風
は
な
を
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
り
、「
厳
刑
な
れ
ば
民
悪
事
を
せ
ぬ
也
。
上
の

自
由
に
な
る
也
」
と
、厳
刑
を
恐
れ
て
支
配
に
従
順
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
経

済
話
322
・
323
）。

　

儒
教
の
愚
民
観
を
主
張
し
た
青
陵
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
存
在
は
孔
子

の
時
な
ら
ば
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
本
に
そ
れ
を
求
め
る
と
し
た

な
ら
ば
、「
今
の
木
曽
の
山
中
か
、
佐
渡
・
隠
岐
の
は
な
れ
嶋
の
民
の
よ
う
に
、

質
朴
な
る
も
の
で
あ
り
し
と
見
ゆ
る
也
」（
諭
民
談
539
）
と
、
山
間
や
離
島

の
僻
地
に
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

右
の
愚
民
観
の
分
析
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
青
陵
が
論
拠
と
す
る
も
の
、

理
想
と
仰
ぐ
も
の
は
古
代
（
よ
り
正
確
に
は
中
国
古
代
）
の
も
の
で
あ
っ
た

点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
理
想
の
古
代
の
経
済
的
環
境
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
老
子
国
字
解
949
）。

古い
に
しへ
は
己
れ
が
畑
へ
出
来
た
る
も
の
を
菜
に
し
て
、
田
へ
は
へ
た
る
米

を
く
ひ
て
、
家
で
織
る
も
の
を
き
て
、
己
れ
が
林
へ
出
来
た
る
木
で
、

家
を
つ
く
り
て
す
ま
ひ
た
る
も
の
也
。
カ
様
な
れ
ば
と
ん
と
商
ひ
に
出

る
わ
け
も
な
け
れ
ば
、（
中
略
）
民
も
と
な
り
む
ら
へ
ゆ
く
用
事
は
な

き
也
。

　

衣
食
住
と
も
に
自
家
製
の
も
の
で
生
活
す
る
、
村
外
へ
出
る
こ
と
も
な
い

完
全
な
自
給
自
足
の
生
活
で
あ
る
。
民
衆
ば
か
り
で
は
な
い
。
支
配
者
も
同

様
で
あ
っ
た
（
善
中
談
490
）。

此
時
に
は
天
子
も
諸
侯
も
地
方
知
行
の
大
夫
士
も
物
を
買
ふ
事
な
し
。

み
な
己
れ
が
知
行
処
よ
り
出
る
も
の
に
て
衣
食
す
る
な
り
。
銭
金
の
働
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く
事
今
の
様
な
る
事
は
古
今
な
き
事
な
り
。

　

た
だ
し
「
此
時
」
と
は
、こ
の
文
の
直
前
に
「
古
書
を
読
ぞ
こ
な
ひ
た
る
」

「
論
孟
に
利
に
遠
ざ
か
る
」「
乱
世
」
と
あ
る
か
ら
、
中
国
古
代
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
交
易
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、「
孔

子
の
時
分
は
多
は
し
ろ
も
の
が
へ
也
。
売
買
の
話
に
非
ず
」（
待
豪
談
959
）と
、

物
々
交
換
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。

　

自
給
自
足
を
原
則
と
す
る
素
朴
な
古
代
は
、
青
陵
に
と
っ
て
理
想
の
時
代

で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
青
陵
の
本
音
は
、「
古い
に
し
へ
は
文
字
な
し
、
覚
へ
は
帳

面
な
き
ゆ
へ
に
縄
を
結
び
て
、
大
小
を
わ
け
て
覚
へ
し
也
。
今
の
俗
を
だ
ん

〴
〵
古
い
に
し
え

へ
み
ち
び
き
て
、
後
に
は
縄
を
結
ひ
し
古
い
に
し
え

へ
か
へ
し
た
ら
ば
、
又

古い
に
し

へ
の
民
に
な
る
べ
し
」（
老
子
国
字
解
949
）
と
あ
る
よ
う
に
、
復
帰
す
べ

き
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
次
節
に
論
じ
る
と
し
て
、
そ
れ
で

は
な
ぜ
危
機
的
な
現
状
に
陥
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
原
因
は
幕
府
の
奢
侈
政
策
の
た
め
で
あ
っ
た
。『
稽
古
談
』に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
三
代
家
光
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
。「
そ
れ
よ
り
御
代
〳
〵
ご
と
に
、

す
つ
〳
〵
と
風
俗
す
ゝ
み
て
上
る
也
。
衣
服
・
家
居
・
飲
食
・
遊
嬉
の
こ
と
は
、

昔
し
に
十
倍
も
二
十
倍
も
せ
り
」
の
状
態
に
至
っ
た
。
し
か
し
、『
稽
古
談
』

で
は
八
代
吉
宗
の
「
倹
素
」
以
後
、
事
情
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
と
く
に
一
〇
代
家
治
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
（
59

〜
60
）。天

下
一
統
の
奢
侈
の
風
と
云
も
の
に
な
り
た
る
ゆ
へ
に
、
上
の
御
奢
侈

は
一
向
に
な
け
れ
ど
も
、
下
々
の
奢
侈
甚
き
ゆ
へ
に
、
と
り
な
を
す
こ

と
甚
六む
つ
か
し
き

ケ
敷
こ
と
也
。

　

こ
れ
は
幕
府
の
奢
侈
が
や
ん
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
天
下
一

統
の
奢
侈
の
風
」
と
な
っ
た
た
め
に
、幕
府
の
奢
侈
も
「
と
り
な
を
す
こ
と
」

変
更
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
、
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
奢
侈

の
中
心
が
幕
府
か
ら
「
下
々
」
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

　

幕
府
が
奢
侈
の
政
策
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
は
『
待
豪
談
』
に
、「
と
か

く
御
入
城
程
な
き
事
な
れ
ば
、
万
事
か
ろ
〳
〵
し
ふ
て
は
御
威
光
輝
ず
。
故

に
一
年
々
々
に
御
威
光
の
か
ゞ
や
く
仕
置
を
し
た
る
事
と
見
へ
た
り
」
と
、

威
光
を
輝
か
す
た
め
、
権
威
づ
け
の
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
継

続
し
て
、「
御
一
代
ご
と
に
り
つ
ぱ
に
成
る
。
一
年
ご
と
に
大
そ
う
に
な
る
。

今
迄
段
々
の
ぼ
り
〳
〵
し
て
、
只
今
の
世
の
勢
ひ
に
成
た
り
」
と
、「
勢
」

人
力
で
は
い
か
ん
と
も
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
大
名
の
財
政
は
破
綻
し
た
（
964
）。

そ
れ
は
一
日
ご
し
に
登
る
に
ち
が
ひ
な
き
事
也
。
一
日
ご
し
に
の
ぼ

る
故
に
、
諸
侯
方
の
御
物
入
多
く
成
也
。
一
日
ま
し
に
御
物
入
多
ふ

な
れ
ば
、
所
全詮

段
々
御
勝
手
向
六む
つ
か
し
く

ケ
敷
な
ら
ね
ば
叶
は
ぬ
事
也
。
是こ
れ

は
畢
竟
昔
し
一
日
ま
し
に
御
威
光
か
ゞ
や
く
様
に
、
早
ふ
の
ぼ
る
様
に 

〳
〵
と
し
た
る
形
が
今
以
の
か
ぬ
故
也
。

　
「
諸
大
名
と
も
に
国
用
の
半
は
江
戸
入
用
」（
経
済
話
323
）
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
加
賀
藩
の
場
合
、
幕
初
以
来
、「
米
を
ば

十
万
石
づ
ゝ
大
坂
へ
船
に
て
ま
は
し
て
、
其
金
を
ば
国
へ
は
取
り
寄
せ
ず
、

す
ぐ
に
江
戸
の
屋
敷
へ
廻
し
て
、
一
年
参
勤
の
物
入
」（
稽
古
談
37
）
に
あ

て
て
い
た
。
そ
の
金
額
は
当
時
の
米
価
で
「
三
万
両
に
も
充
つ
ま
じ
」
な
の

に
、
当
時
の
江
戸
の
必
要
経
費
は
「
十
五
、六
万
両
も
年
に
江
戸
に
出
」
る

現
状
で
あ
っ
た
（
経
済
話
324
）。
実
に
五
倍
以
上
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
武
家
に
は
、
御
三
家
と
加
賀
藩
は
免
除
さ
れ
て
い
た
（
新
墾
談

312
）
が
、
一
割
の
役
金
が
賦
課
さ
れ
た
。
旗
本
に
は
小
普
請
金
か
寄
合
金
で

あ
る
。大
名
に
は
金
で
は
な
く「
御
役
」が
宛
が
わ
れ
て
、「
年
々
に
取
ら
ず
に
、

三
年
も
五
年
も
た
め
て
、
い
ち
ど
き
に
取
る
」
の
で
あ
っ
た
（
稽
古
談
52
）。

か
く
し
て
大
名
は
倹
約
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
（
稽
古
談
26
）。

今
の
大
名
は
大
倹
約
を
し
た
く
て
も
、
江
戸
の
御
役
を
つ
と
め
ね
ば
な

ら
ず
、
同
席
の
ふ
る
ま
い
を
や
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
他
出
を
も
せ
ね
ば
な
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ら
ず
、
一
万
石
十
六
騎
の
軍
役
を
も
そ
ろ
え
ね
ば
な
ら
ず
、
上
野
増
上

寺
の
予
参
登
城
前
対
客
つ
き
合
、
皆
そ
の
格
ほ
ど
や
い
あ
り
て
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
そ
こ
で
身
上
む
ず
か
し
く
な
る
也
。

　

幕
府
の
奢
侈
政
策
の
た
め
に
、
諸
藩
の
財
政
は
破
綻
し
た
。
幕
府
が
こ
の

政
策
を
採
用
し
た
理
由
は
、右
に
み
た
よ
う
に
、「
御
威
光
輝
す
」た
め
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
諸
藩
に
と
っ
て
は
、
幕
府
の
大
名
統
制
策
と
し
て
の
弱
体
化

政
策
で
あ
っ
た
（
経
済
話
324
）。

大
猷
院
様
（
三
代
家
光
の
院
号
、
注
吉
田
）
の
思
召
に
は
、
大
名
富
み

て
居
れ
ば
、
異
存
を
貯
る
こ
と
も
有
る
べ
し
と
御
思
惟
な
さ
れ
て
、
大

名
の
貧
に
な
る
仕
掛
を
な
さ
れ
た
る
も
の
也
と
承
る
。
此
御
計
策
も
権

謀
に
て
、
久
遠
に
行
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
唯
今
は
、
諸
家
共
に
皆
御
勝

手
御
不
如
意
な
れ
ば
、
中
々
乱
を
起
す
抔な
ど

と
云
用
意
金
は
な
き
也
。
左さ

れ
ど
も
ゆ
る
む
れ
ば
大
名
富
む
、富
め
ば
又
知
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
故
、

ゆ
る
め
ら
れ
も
せ
ぬ
な
り
。
唯
、
貧
に
困く
る

し
ま
せ
て
さ
へ
置
ば
、
気
遣

は
な
き
こ
と
な
り
。
江
戸
に
て
は
、
諸
大
名
の
武
備
の
ゆ
る
む
が
御
計

策
な
る
べ
し
。

　

諸
大
名
が
富
裕
化
す
れ
ば
「
異
存
を
貯
る
」
よ
う
に
も
な
る
の
で
、
幕
府

は
貧
窮
化
政
策
を
採
用
し
た
。
諸
藩
の
財
政
再
建
を
図
る
青
陵
と
し
て
は
、

当
時
の
諸
藩
は
財
政
難
な
の
で
そ
の
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
て

い
る
。
し
か
し
、
幕
府
と
し
て
は
緩
め
れ
ば
異
存
を
抱
く
大
名
が
出
て
く
る

と
、
や
め
ら
れ
な
い
で
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
な
る
問
題
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
「
奢
侈
の
風
」
が
「
天
下
一
統
」

の
も
の
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
そ
の
推
進
力
は
支
配
者
か

ら
被
支
配
者
に
移
っ
た
。
奢
侈
は
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
奢
侈
は
都
市
か
ら
封
建
制
の
基
盤
で
あ
る
農
村
へ
と
拡
大
し

て
い
っ
た
（
稽
古
談
60
）。

奸
猾
に
な
り
て
奢
侈
を
す
る
も
の
は
工
商
也
。
此こ
の

工
と
商
と
、
恣
に
奸

猾
に
な
り
た
る
ゆ
へ
に
、
農
へ
も
そ
ろ
〳
〵
う
つ
り
、
種
々
の
物
を
植

つ
け
作
り
出
し
、
山
の
い
た
だ
き
迄
種
を
ま
き
て
、
扨
、
役
人
の
目
を

く暗

ら
す
め
て
、
入
り
金
の
多
き
よ
ふ
に
す
る
こ
と
ゆ
へ
に
、
近
年
の
町

方
の
立
派
、
村
方
の
立
派
と
云
こ
と
、
月
々
日
々
に
進
み
て
止と

め
ど
も

な
き
様
子
也
。

　

と
く
に
右
の
引
用
文
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
町
人
の
抬
頭
が
問
題
で

あ
っ
た
。
経
済
の
実
権
は
都
市
の
大
商
人
が
握
り
、
京
都
・
大
坂
の
商
人
は

江
戸
か
ら
巨
額
の
利
益
を
え
て
、幕
府
を
窮
乏
化
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た（
富

貴
談
528
）。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
大
府
」
の
意
味
は
直
接
的
に
は
江
戸
の

町
で
あ
る
が
、「
大
府
」
と
表
現
し
て
江
戸
の
町
と
幕
府
と
を
兼
ね
て
表
現

し
て
い
る
。
ま
た
、
壑
は
音
ガ
ク
、
穴
の
意
。

大
府
の
金
、
日
夜
に
京
大
坂
へ
行
く
は
、
京
大
坂
、
大
府
を
以
て
壑
と

す
る
ゆ
へ
也
。
面
白
き
機
を
織
り
出
し
て
、大
府
の
人
を
う
か
す
ゆ
へ
、

遂
に
貧
乏
と
云
悪
水
を
大
府
へ
ぬ
く
。
金
の
利
息
を
軽
く
し
て
、
面
白

き
し
ゆ
方
を
工
夫
し
て
、
大
府
の
人
を
う
か
す
ゆ
へ
、
遂
に
貧
と
云
悪

水
を
大
府
へ
ぬ
く
。

　

日
本
経
済
は
江
戸
・
京
都
・
大
坂
の
三
都
を
中
心
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
諸
藩
の
経
済
は
三
都
に
従
属
し
規
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
諸
藩
の

富
は
、
三
都
に
奪
わ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
（
富
貴
談
528
）。

京
と
大
府
と
大
坂
と
は
三
ケ
津
と
云
ふ
。
日
夜
知
恵
を
く
ら
べ
て
、
互

に
壑
に
せ
ん
〳
〵
と
争
ふ
事
也
。
凡
此こ
の

三
津
の
外
は
大
国
と
い
へ
共
、

智
恵
を
た
ゝ
か
は
す
事
、
三
ケ
津
の
様
に
い
か
ぬ
ゆ
へ
、
遂
に
は
三
津

の
壑
と
な
る
事
と
知
る
べ
し
。

　

経
済
の
実
権
を
掌
握
し
た
三
都
の
大
商
人
は
、
幕
藩
権
力
か
ら
富
を
収
奪

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
中
心
が
大
坂
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

商
人
が
経
済
力
を
強
化
す
る
原
動
力
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
「
智
恵
」
で

─ 152 ─



吉田俊純：海保青陵の経済論（上）

（40）

あ
る
、
と
青
陵
は
み
な
し
て
い
る
。「
智
」
は
、「
倍
々
ふ
え
る
」
も
の
（
爕

理
談
460
）
と
青
陵
は
指
摘
す
る
。
青
陵
に
は
人
間
の
智
の
進
歩
史
観
と
い
え

る
も
の
が
あ
っ
て
、
昔
と
同
じ
智
の
水
準
で
は
成
功
し
な
い
と
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
説
く
（
洪
範
談
619
）。

宝
暦
の
世
の
人
は
、
世
人
の
智
の
長
さ
が
皆
一
尺
あ
り
た
る
な
り
。
金

を
も
ふ
け
た
る
人
の
智
は
二
尺
あ
り
た
る
な
り
。
世
人
の
智
皆
一
尺
な

る
に
、
此
人
ば
か
り
二
尺
あ
り
た
る
ゆ
へ
に
、
世
人
は
も
ふ
け
る
事
が

な
ら
ぬ
に
、
此
人
は
も
ふ
け
た
る
な
り
。
文
化
の
世
の
人
は
、
智
の
長

さ
が
皆
々
三
尺
も
あ
る
な
り
。（
中
略
）
今
は
二
尺
あ
れ
共
、
世
の
人

の
智
が
三
尺
あ
れ
ば
、
是こ
れ

此
人
の
智
が
世
人
よ
り
は
一
尺
み
じ
か
い
と

云
ふ
も
の
な
り
。
世
人
よ
り
も
一
尺
み
じ
こ
ふ
て
何
と
て
金
が
も
ふ
か

ろ
ふ
ぞ
。（
中
略
）
昔
し
世
の
中
の
人
皆
一
尺
な
り
し
と
き
に
、
唯
一

人
二
尺
あ
り
た
る
男
が
文
化
の
世
に
お
り
た
ら
ば
、
決
し
て
五
尺
か
六

尺
の
智
あ
る
べ
し
。
世
の
流
行
の
だ
ん
〳
〵
巧
み
に
な
る
は
、
小
児
の

そ
だ
つ
よ
ふ
な
る
も
の
な
り
。

　

智
は
町
人
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
向
上
し
て
い
た
。
か
く
し
て
、「
下
々
の

智
恵
有
て
計
策
を
働
く
こ
と
、
今
の
世
程
か
し
こ
き
こ
と
あ
る
ま
じ
」
と
認

識
し
、「
下
々
の
人
に
用
心
を
な
さ
れ
い
と
云
こ
と
な
り
」
と
、
青
陵
は
支

配
層
に
警
告
を
発
す
る
の
で
あ
る
（
稽
古
談
16
）。

　

そ
れ
で
は
智
と
は
何
か
。
智
と
は
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
知
識
と
か
知
恵

の
意
味
で
あ
る
が
、
儒
教
で
は
仁
義
礼
智
の
徳
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
智
に

青
陵
は
道
徳
全
体
の
意
義
を
認
め
る
。
た
と
え
ば
、
儒
教
の
支
配
は
道
徳
支

配
で
あ
る
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
帝
王
は
、
天
理
に
通
じ
た
最
高
の
道
徳
性
を

も
つ
人
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、

青
陵
の
い
う
王
と
は
、
次
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
（
洪
範
談
646
）。

天
・
地
・
人
の
三
才
を
貫
き
通
し
て
、
其
理
を
あ
ま
さ
ず
も
ら
さ
ず
持

て
お
る
人
が
王
な
り
。
天
地
の
間
の
第
一
の
智
者
と
云
事
な
り
。

　

理
に
通
じ
た
王
は
、「
天
地
の
間
の
第
一
の
智
者
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
の
初
め
に
み
た
よ
う
に
、
儒
教
に
あ
っ
て
は
支

配
者
と
被
支
配
者
の
違
い
は
道
徳
性
の
有
無
（
正
確
に
は
被
支
配
者
は
受
動

的
）
に
あ
る
の
だ
が
、
青
陵
の
場
合
は
、
そ
れ
が
智
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
は
民
衆
の
智
を
進
歩
さ

せ
た
。
そ
れ
は
青
陵
に
、「
今
は
民
の
方
が
士
大
夫
よ
り
も
や
つ
と
す
る
ど

ふ
て
巧
捷
智
恵
也
。
こ
れ
を
世
の
移
変
と
云
也
」（
諭
民
談
539
）
と
の
危
機

感
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
青
陵
は
本
来
「
人
は
同
格
」
で

あ
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
差
は
智
で
あ
る
か
、
愚
で
あ
る
か
の
違
い
な

の
だ
か
ら
、
支
配
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
下
は
愚
」
に
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
説
い
た（
（（
（

（
老
子
国
字
解
812
）。

下
々
の
者
が
皆
か
し
こ
ふ
な
る
。
下
々
皆
か
し
こ
ふ
な
る
と
、
上
の
手

に
は
と
ん
と
を
へ
ぬ
也
。
下
は
愚
が
よ
き
也
。
上
は
智
が
よ
き
也
。
凡

そ
人
は
皆
同
格
也
。
上
の
人
も
人
な
り
。
下
の
人
も
人
也
。
人
が
人
を

自
由
に
せ
ん
と
す
る
事
元
来
六む
ず
か
し
き

ケ
敷
事
な
り
。
今
指
は
腕
よ
り
小
さ
き

も
の
也
。
故
に
腕
の
自
由
に
指
を
つ
か
ふ
事
也
。
如も

し
指
の
大
き
さ
腕

ほ
ど
あ
ら
ば
、
何
と
て
腕
の
自
由
に
な
ろ
ふ
ぞ
。
下
は
愚
ゆ
へ
に
上
の

自
由
に
な
る
な
り
。
如
し
下
の
人
上
の
人
と
同
じ
か
し
こ
さ
な
ら
ば
、

何
と
て
上
の
自
由
に
な
ろ
ふ
ぞ
。

　

青
陵
は
経
済
的
に
破
綻
し
た
武
家
に
危
機
感
を
も
っ
た
。
そ
こ
に
と
ど
ま

ら
ず
に
、
支
配
者
の
資
格
で
あ
る
と
認
め
た
「
智
」
の
側
面
に
お
い
て
も
、

危
機
感
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。

注

（
1
）	
塚
谷
晃
弘
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
経
世
家
の
二
つ
の
型
―
―
本
多
利
明
と
海

保
青
陵
の
場
合
―
―
」『
本
多
利
明
海
保
青
陵
』
解
説
、
四
二
一
頁
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
。
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（
2
）	

蔵
並
省
自
「
海
保
青
陵
」
同
右
書
解
説
、
四
八
一
頁
。

（
3
）	

丸
山
真
男
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
作

為
」
―
―
制
度
観
の
対
立
と
し
て
の
―
―
」
同
著
『
日
本
政
治
思
想
史

研
究
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
。
な
お
引
用
は
順
に
、

二
八
七
・
二
九
四
・
二
九
七
・
二
九
七
頁
。

（
4
）	

同
右
書
、
引
用
は
順
に
、
二
九
五
・
二
九
五
・
二
九
五
・
二
九
六
・
二
九
八
・
二
九

四
・
二
九
八
・
二
九
八
・
二
九
八
・
二
九
八
頁
。

（
5
）	

塚
谷
前
掲
解
説
、
前
掲
書
、
四
三
六
頁
。
な
お
本
段
の
こ
れ
ま
で
の
引
用
は

順
に
、
四
三
四
・
四
三
五
・
四
三
五
頁
。

（
6
）	

同
右
書
、
引
用
は
順
に
、
四
三
六
・
四
三
六
・
四
三
四
頁
。

（
7
）	

同
右
書
、
引
用
は
順
に
、
四
三
九
・
四
四
〇
・
四
四
〇
頁
。

（
8
）	

蔵
並
前
掲
解
説
、
前
掲
書
、
四
八
六
～
四
八
七
頁
。
な
お
同
著
『
海
保
青
陵

の
経
済
思
想
』（
山
川
出
版
）、
第
二
章
第
三
節
二
「
青
陵
と
桂
川
氏
と
の
交
渉
」

参
照
。
こ
の
書
は
、
青
陵
の
事
績
を
丹
念
に
追
及
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

（
9
）	

小
島
康
敬
「
海
保
青
陵
―
―
そ
の
思
惟
構
造
―
―
」『
江
戸
の
思
想
家
た

ち
』（
下
）、
研
究
社
出
版
、
一
九
七
九
年
。
な
お
以
下
の
本
段
引
用
は
順
に
、

九
九
・
一
〇
二
頁
。

（
10
）	

同
右
書
、引
用
は
順
に
、一
〇
七
・
一
一
〇
・
一
一
二
・
一
一
二
・
一
一
二
・
一
一
六
・

	

一
一
四
頁
。

（
11
）	

同
右
書
、
引
用
は
順
に
、
一
一
八
・
一
二
三
・
一
二
五
・
一
二
五
・
一
二
五
・
一
二
六

頁
。

（
12
）	

渡
辺
浩
「
民
ヲ
ウ
カ
ス
―
―
海
保
青
陵
の
思
想
」
同
著
『
日
本
政
治

思
想
史
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
。
な
お
引
用
は
順
に
、

二
七
七
・
二
七
九
・
二
七
九
・
二
八
三
・
二
八
三
頁
。

（
13
）	

同
右
書
、引
用
は
順
に
、二
八
三
・
二
八
三
・
二
八
四
・
二
八
六
・
二
八
八
・
二
八
九

頁
。

（
14
）	

同
右
書
、
引
用
は
順
に
、
二
九
四
・
二
九
九
・
二
九
九
頁
。

（
15
）	

同
右
書
、
引
用
は
皆
二
九
九
頁
。

（
16
）	

『
稽
古
談
』（『
海
保
青
陵
全
集
』、
八
千
代
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
一
〇
五
頁
。

以
下
、
青
陵
の
全
集
か
ら
の
引
用
は
こ
の
よ
う
に
記
す
。
な
お
、
読
者
の
便
宜

の
た
め
に
以
下
の
操
作
を
し
た
。
○
全
集
は
片
仮
名
書
き
で
あ
る
が
、
か
え
っ

て
不
自
然
と
認
め
ら
れ
る
以
外
は
、
平
仮
名
に
改
め
た
。
○
適
宜
、
振
り
仮
名

を
つ
け
た
。
な
お
原
文
が
仮
名
の
た
め
に
意
味
が
取
り
に
く
い
場
合
は
、
漢
字

を
傍
書
し
た
。
○
明
確
な
誤
字
は
正
字
を
傍
書
し
、
不
必
要
な
文
字
は
（
マ
マ
）

と
傍
書
し
た
。
脱
字
と
思
わ
れ
る
も
の
は
「
何
脱
カ
」
と
傍
書
し
た
。
○
強
調

す
る
た
め
に
傍
線
を
施
し
た
。

（
17
）	

青
陵
は
「
経
済
」
の
用
語
を
経
世
済
民
の
意
味
で
な
く
、
今
日
の
意
味
で
使

用
す
る
場
合
が
多
い
。

（
18
）	

武
部
善
人
『
太
宰
春
台
転
換
期
の
経
済
思
想
』、
三
七
頁
、
御
茶
ノ
水
書
房
、

一
九
九
一
年
。

（
19
）	

『
先
哲
叢
談
』、
二
四
九
頁
、
春
陽
堂
、
一
九
三
六
年
。
な
お
灊
水
に
は
詩
文
・

経
学
関
係
の
ほ
か
に
『
社
倉
考
』『
事
務
談
』『
輔
儲
篇
』
の
著
作
が
あ
る
。

（
20
）	

太
宰
春
台
に
関
し
て
は
、拙
稿
「
太
宰
春
台
の
経
済
論
」（『
歴
史
文
化
研
究
（
茨

城
）』
第
2
号
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
21
）	

細
井
平
洲
は
享
和
元
年
に
死
亡
し
た
。

（
22
）	

青
陵
と
蟠
桃
と
は
、「
此
人
大
坂
も
の
で
学
者
の
金
持
な
り
。
金
持
の
学
者
と

は
違
ふ
な
り
。
商
売
は
金
か
し
也
。
そ
れ
が
書
を
読
で
経
済
に
達
し
た
る
也
。

鶴
が
諸
談
を
見
て
大
に
感
服
し
て
、
其
後
は
文
通
を
す
る
人
也
。
是
は
歳
も
鶴

よ
り
も
多
ふ
て
、
五
六
十
年
金
銀
の
理
を
の
み
込
た
る
翁
な
り
。
升
屋
の
平
右

衛
門
の
別
家
に
て
小
右
衛
門
と
云
人
也
」（
養
蘆
談
181
）
と
あ
る
よ
う
に
、
評
価

し
あ
う
知
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
蟠
桃
が
仙
台
藩
の
財
政
改
革
に
成
功

し
た
と
き
の
方
法
で
あ
る
指
米
と
米
札
の
話
は
、
青
陵
の
諸
談
の
随
所
に
み
ら

れ
る
。

（
23
）	

金
融
を
重
視
し
た
青
陵
は
、
た
と
え
ば
『
稽
古
談
』
全
五
巻
の
う
ち
、
巻
之
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三
の
大
半
を
諸
藩
が
大
坂
の
蔵
元
か
ら
借
金
を
す
る
際
の
心
構
え
を
説
い
た
よ

う
に
、
財
政
改
革
の
た
め
に
大
坂
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
の
商
人
の
援
助
と

指
導
を
仰
ぐ
よ
う
に
、
諸
談
の
随
所
で
説
い
て
い
る
。

（
24
）	
幕
府
は
宝
永
四
年
に
禁
止
し
た
藩
札
の
発
行
を
、
享
保
一
五
年
に
先
例
の
あ

る
藩
に
限
っ
て
解
禁
し
た
。
し
か
し
、
明
治
四
年
に
は
二
四
四
藩
で
発
行
し
て

い
た
と
い
う
か
ら
（『
国
史
大
辞
典
』、
作
道
洋
太
郎
「
藩
札
」
の
項
）、
以
後
の

も
の
に
は
、
米
札
の
よ
う
に
条
件
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
25
）	

渡
辺
前
掲
書
、
二
九
五
頁
。

（
26
）	

青
陵
の
「
人
は
皆
同
格
」
と
の
議
論
か
ら
、一
節
に
み
た
よ
う
に
塚
谷
は
「
近

代
的
な
人
間
観
」
を
、
小
島
は
「
一
種
の
平
等
観
」
を
認
め
る
が
、
い
ず
れ
も

儒
教
的
人
間
観
を
誤
解
し
た
評
価
と
い
う
ほ
か
な
い
。
青
陵
は
次
の
よ
う
に
さ

え
い
う
の
で
あ
る
（
前
識
談
574
）。

	
	
	

人
の
位
は
何
段
も
有
も
の
な
れ
共
、
あ
ろ
う
分
は
貴
人
一
階
、
中
人
一
階
、

下
民
一
階
、
禽
獣
一
階
と
分
て
、
禽
獣
へ
は
隣
り
合
せ
な
る
も
の
な
り
。

─ 149 ─


