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下
　
要
　
治

は
じ
め
に

胡
琴
教
録
は
、
琵
琶
に
つ
い
て
の
教
説
・
故
実
を
ま
と
め
た
楽
害
で
あ
る
。

水
害
に
お
さ
め
ら
れ
た
教
え
の
多
く
は
、
中
原
有
安
の
談
話
を
筆
録
し
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
宥
安
は
鴨
長
明
の
琵
琶
の
師
で
あ
る
か
ら
、
本
書
は
、

長
明
伝
の
周
辺
を
固
め
る
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
簗
瀬
一
雄
氏

は
、
早
く
「
中
原
石
安
党
責
の
中
で
、
本
邦
の
記
述
を
利
用
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
利
用
は
し
な
が
ら
、
本
書
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
と
そ
の
追
究

と
が
十
全
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
い
難
い
。

小
論
は
、
談
話
筆
録
の
実
態
と
本
書
の
構
成
と
に
着
目
し
て
朗
琴
教
録
の
編

窮
態
度
を
明
ら
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
立
ち
現
れ

る
間
題
の
い
く
つ
か
に
も
私
見
を
示
し
た
い
。

糾
琴
教
録
に
つ
い
て
現
在
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
こ

と
を
は
じ
め
に
掴
ん
で
お
く
。
今
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
の
、
石
田
百

合
子
氏
執
筆
の
解
題
よ
り
、
そ
の
概
略
を
私
に
摘
記
す
る
。

著
者
未
詳
、
鎌
倉
初
期
成
立
。
師
匠
の
説
を
そ
の
弟
子
が
筆
録
し
た
体
裁
を

と
り
、
時
に
弟
子
が
、
問
答
ま
た
は
「
愚
案
」
の
か
た
ち
で
自
説
を
述
べ
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
、
文
机
談
の
記
述
に
照
ら
し
て
、
そ
の
師
匠
は
中
原
有
安
で

あ
る
。凡

そ
、
右
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

石
田
氏
は
、
さ
ら
に
、
本
書
中
そ
の
名
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
存
在
が
強
く

印
象
づ
け
ら
れ
る
人
物
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
論
稿
の
な
か
で
長
明
を
挙
げ
ら

2

れ
プ
笥そ

し
て
石
田
氏
の
こ
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
、
拡
大
さ
せ
た
の
が
、
今
村
み
ゑ



3

子
氏
で
あ
る
。
今
村
氏
の
税
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
村
氏
は
、
鴨
長
明
の
作
品
の
う
ち
に
、
音
楽
に
か
か
わ
る
述
作
が
未
だ
認

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
長
明
の
「
書
く
意
欲
」
に
触
れ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
更
に
種
々
の
検
討
を
重
ね
、
胡
琴
教
錨
を
、
「
書
く
意
欲
を
十
分
も
っ

た
」
長
明
の
著
述
に
か
か
る
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
今
村
氏
の
言
わ
れ
る

通
り
な
ら
、
長
明
の
作
品
世
界
を
拡
げ
る
、
重
大
な
提
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
残
念
な
が
ら
私
は
、
今
村
説
に
異
論
を
唱
え
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

朗
琴
教
銀
を
長
明
の
著
作
と
認
め
て
、
今
村
氏
は
談
話
筆
録
の
時
期
を
次
の

よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
r
胡
琴
教
録
」
　
の
師
説
が
語
ら
れ
た
の
は
建
久
五
年
以
降
、
老

い
た
有
安
が
遠
い
筑
前
に
赴
い
た
時
点
(
建
久
六
年
三
月
下
旬
か
ら
没
年

の
建
久
七
・
八
年
以
前
)
を
下
限
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
え
は
、
成
立
し
得
な
い
と
思
う
。
次
の
よ
う
な
表
現
に
注
意
し
て

み
た
い
。

①
又
云
、
右
大
将
殿
の
脚
師
に
参
て
後
参
入
。
法
性
寺
殿
お
は
せ
に
い
は
く
、

大
将
髭
琶
ひ
き
に
な
り
た
れ
ば
、
か
な
ら
ず
可
レ
語
也
。
　
(
下
十
二
)

①
九
条
右
大
臣
殿
琵
琶
御
さ
た
の
こ
ろ
、
わ
が
参
入
の
時
、
こ
と
さ
ら
法
性

寺
殿
下
お
は
せ
ら
れ
て
い
は
く
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
二
)

③
当
殿
下
大
将
御
時
、
参
内
令
レ
弾
二
琵
琶
一
拾
之
時
、
か
の
御
前
(
稿
者
注
、

琵
琶
の
名
)
　
を
給
は
ら
し
め
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
下
廿
こ

①
「
右
大
将
殿
」
、
②
「
九
条
右
大
臣
殿
」
、
③
「
当
殿
下
」
と
も
に
藤
原
兼

実
を
指
し
、
三
例
と
も
法
性
寺
・
藤
原
忠
通
生
前
の
、
兼
実
右
大
将
間
を
、
師

説
の
中
で
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
回
想
の
起
点
を
示
す
と
思
わ
れ
る
兼
実
の

官
職
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
仮
に
、
先
の
今
村
氏
の
如
く

師
説
が
語
ら
れ
た
時
期
を
推
す
と
し
て
、
右
の
三
つ
の
表
現
を
説
明
で
き
よ
う

か
。
兼
実
の
官
歴
の
凡
そ
を
記
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

右
大
将
　
　
　
　
　
応
保
元
(
二
六
一
)
　
-
　
仁
安
元
　
(
二
六
六
)

右
大
臣
　
　
　
　
　
仁
安
元
(
二
六
六
)
1
文
治
二
　
二
一
八
六
)

殿
下
(
即
ち
、
摂
政
・
関
白
)

文
治
二
　
(
二
八
六
)
　
-
　
建
久
七
(
二
九
六
)

回
想
の
起
点
と
な
る
官
職
は
、
い
わ
ば
そ
の
談
話
が
語
ら
れ
、
も
し
く
は
筆

録
さ
れ
た
時
期
を
、
あ
る
程
度
ま
で
は
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま

り
①
は
兼
実
が
右
大
将
で
あ
っ
た
頃
に
、
②
③
は
そ
れ
ぞ
れ
彼
が
右
大
臣
、
ま

た
摂
政
・
関
白
で
あ
っ
た
頃
　
(
も
し
く
は
そ
れ
以
降
)
　
に
語
ら
れ
、
筆
録
さ
れ

た
談
話
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。

同
様
の
こ
と
が
妙
音
院
・
藤
原
師
長
の
呼
称
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

④
し
か
る
に
土
左
大
将
脚
の
ぼ
り
の
時
、
か
の
脚
琵
琶
き
く
に
、
愚
案
に
ぞ

む
ず
る
が
ご
と
く
、
こ
れ
お
は
き
な
る
ふ
し
ぎ
な
り
、
お
は
や
う
少
輔
の

く
で
ん
に
あ
ひ
か
な
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
十
二
)

⑤
師
説
云
、
土
左
大
臣
殿
御
上
洛
の
時
、
四
ヶ
条
の
ふ
し
む
を
奉
レ
問
。(上七)



右
の
④
⑤
で
回
想
の
起
点
と
な
る
「
土
左
大
将
」
「
土
左
大
臣
殿
」
と
も
に
師

長
を
指
す
。
保
元
の
乱
で
父
頼
長
が
加
担
し
た
上
立
方
の
敗
北
の
た
め
、
土
佐

に
流
さ
れ
て
い
た
師
長
が
、
赦
さ
れ
て
帰
京
す
る
際
の
山
釆
事
と
考
え
ら
れ
る
。

帰
京
の
四
年
後
、
す
な
わ
ち
仁
安
三
年
(
二
六
八
)
に
彼
は
左
大
将
に
任
じ
、

安
元
元
年
(
二
七
五
)
　
に
内
大
臣
と
な
っ
て
、
以
後
二
年
程
左
大
将
を
兼
ね

た
が
、
翌
々
治
承
元
年
(
二
七
七
)
　
に
は
太
政
大
臣
に
昇
り
、
大
将
を
辞
し

て
い
る
。
師
長
が
太
政
大
臣
の
官
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
呼
称
は
、
「
四
条
大
和

回
」
(
上
十
一
、
下
廿
四
)
、
「
太
政
入
道
」
(
上
一
、
十
、
十
五
、
下
廿
四
)
　
な

ど
で
あ
る
か
ら
、
「
土
左
大
臣
」
と
い
う
の
は
特
に
内
大
臣
期
を
、
「
土
左
大
将
」

は
大
納
言
兼
左
大
将
期
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
考
え
来
れ
ば
、
少
な
く
と
も
兼
実
・
師
長
の
官
職
呼
称
よ
り
見
る
限
り
、

談
話
・
筆
録
は
、
兼
実
の
右
大
将
任
官
直
後
、
す
な
わ
ち
応
保
元
年
(
二
六

一
)
　
か
ら
遅
く
と
も
同
辞
任
の
仁
安
元
年
(
二
六
六
)
　
ま
で
を
含
み
、
そ
れ

以
前
に
開
始
さ
れ
て
い
た
と
見
て
か
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、

順
次
、
各
談
話
が
語
ら
れ
筆
録
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
長
明
の
生
年
を
久
寿
二
年
(
一
一
五
五
)
　
と
す
れ
ば
、
兼
実
が
右
大

メ
コ

将
で
あ
っ
た
頃
、
長
明
は
七
-
十
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
を
も

本
書
の
記
述
を
見
る
限
り
、
今
村
氏
の
談
話
筆
録
時
期
の
推
定
は
表
現
の
実

情
に
か
な
わ
な
い
。
ま
た
、
長
明
が
単
独
で
筆
録
し
た
と
も
考
え
に
く
い
の
で

あ
る
。

二

仮
に
、
談
話
筆
録
の
下
限
を
本
書
中
最
新
の
年
紀
建
久
三
年
二
一
九
二
)

に
と
っ
た
場
合
、
兼
実
の
右
大
将
期
(
談
話
筆
録
開
始
の
下
限
、
二
六
一
-

二
六
六
)
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も
二
十
七
-
三
十
二
年
に
わ
た
る
、
長
期

の
談
話
筆
録
期
間
を
想
定
し
得
る
。
談
話
筆
録
期
間
を
か
く
も
長
く
想
定
す
る

と
な
る
と
、
筆
録
者
が
果
た
し
て
特
定
の
一
人
か
、
そ
し
て
筆
録
者
と
編
者
と

が
同
一
人
物
か
ど
う
か
、
疑
わ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
疑
い
の
立
場
は
、
談
話
筆

録
期
間
の
後
半
で
長
明
が
筆
録
に
参
加
し
た
こ
と
、
ま
た
、
本
書
の
編
纂
段
階

で
長
明
が
関
与
し
た
こ
と
、
そ
う
い
っ
た
可
能
性
を
生
む
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
疑
い
及
び
可
能
性
に
対
し
て
も
、
私
は
今
、
否
と
述
べ

て
お
こ
う
。

既
述
の
如
く
、
本
書
は
中
原
有
安
の
談
話
を
中
心
に
ま
と
め
た
吾
で
あ
る
の

だ
け
れ
ど
も
、
稀
に
有
安
以
外
の
人
物
の
談
話
も
介
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
際
は
、
原
則
的
に
語
り
手
の
名
を
一
々
記
し
と
め
て
い
る
。
ど
れ
が
誰
の

談
話
で
あ
る
か
が
、
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
師
説
」
と
筆

録
者
ま
た
は
編
者
自
身
の
コ
メ
ン
ト
と
も
敢
然
と
弁
別
さ
れ
て
い
る
。
後
で
も

触
れ
る
談
話
で
あ
る
が
、
例
え
ば
上
九
、
十
四
な
ど
は
「
愚
案
」
　
の
み
で
構
成

さ
れ
る
符
で
あ
る
。
筆
録
者
な
り
編
者
な
り
は
、
こ
こ
で
も
談
話
の
H
目
頭
に
「
思

案
」
と
明
示
し
て
、
「
師
説
」
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
、
談
話
の
出
処

の
保
持
に
敏
感
な
の
で
あ
る
。



翻
っ
て
、
有
安
へ
の
問
い
か
け
や
「
愚
案
」
の
主
体
の
記
し
よ
う
を
見
る
に
、

こ
ち
ら
は
「
予
」
ま
た
は
「
わ
れ
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
し
て
、
筆
録
者
は
一
人
で
あ
り
、
彼
が
自
ら
を
「
予
」

「
わ
れ
」
と
呼
ん
で
い
る
と
見
て
矛
盾
な
い
。

本
害
の
成
立
の
状
況
と
成
立
に
か
か
わ
っ
た
人
物
、
更
に
そ
の
か
か
わ
り
方

を
以
上
の
よ
う
に
把
え
、
結
局
一
人
の
人
物
が
右
安
の
説
を
三
十
年
程
も
筆
録

し
続
け
、
か
つ
編
纂
に
携
わ
っ
た
も
の
と
見
て
わ
く
。
な
お
、
そ
の
人
物
の
特

定
が
今
す
ぐ
に
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
本
稿
の
ね
ら
う
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
、
仮

に
「
編
者
」
と
呼
ん
で
お
く
。

三

こ
こ
で
、
本
書
の
形
態
に
触
れ
て
お
く
。
数
え
方
に
も
よ
る
が
、
本
書
に
は
百

八
十
ほ
ど
の
談
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
石
安
の

談
話
、
あ
る
い
は
有
安
が
答
え
る
体
の
問
答
で
あ
る
。
彼
の
談
話
の
冒
頭
に
は
、

必
ず
　
「
師
説
云
」
「
又
云
」
と
い
う
表
現
が
添
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
形
の
談
話
・
問
答
が
一
乃
至
十
八
ず
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
し
て

そ
れ
に
標
題
が
付
さ
れ
、
上
巻
十
五
篇
・
下
巻
二
十
四
精
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
下
巻
　
「
杜
袋
第
廿
三
」
は
本
文
を
欠
き
、
ま
た
同
じ
く
下
巻
「
瑳
緒

第
廿
四
」
の
群
書
類
従
本
本
文
は
、
猪
熊
信
男
氏
旧
蔵
の
英
名
本
(
以
下
、
猪

熊
本
と
呼
ぶ
)
を
散
す
る
に
、
裏
書
や
迫
注
を
集
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
に
本
書
の
構
成
表
を
示
す
。

胡
琴
教
録
の
構
成

上 巻

十　　十　　一一I一　　十　　十 番 号五　　四　　三三　　二二　　-　　十　　九　　ノ~ヽ　　七　　フ̀て　　五　　四　　三三　　_=二

師　 案　 手　 描　 催　 楽　 呂　 十　 諸　 撥　 柱　 取　 調　 琵　 教 標

題

伝　 譜　　　 合　 馬　 曲　 律　 二　 調　 音　 差　 撹　 琵　 琶　 学
相　 法　　　　　 楽　　　 分　 律　 子　　　　　　　　 琶　 体　 琵
承　　　　　　　　　　　　 別　　　 品　　　　　　　　　　 様　 琶

諸　 譜　 細　 か　 催　 楽　 呂　 十　 曲　 撹　 絃　 播　 琵　 琵　 初

内

容

派　 に　 か　 き　 馬　 曲　 律　 二　 調　 の　 の　 の　 琶　 右　 手
の　 つ　 な　 あ
流　 い　 奏　 わ
れ　 て　 法　 せ

の
方
法

炎　 に　 に　 の　 に　 鳴　 お　 指　 の　 の　 の
旨 吾 3 詳 言 きつ 「 至 譚 讐 琶

裏 墨 壷 蔓 姦 = う 方 よ 帥
' 法　 う　 弟

秘　 完　 等　 讐
説　　　　　 説　　　　　　　　　　　　　　 て

流

派

内

通 雲
間

号並PU 奏　 法 楽曲等 音　　 律 所 作　の　基 本

子タ
二f:
の
心
得

】　　　　　 奏 楽　 の 基 本　　　　　 l



琵
琶
弾
暗
古
質

暗
所
作

楽
屋
琵
琶

閑
御
簾
前
弾

相
交
管

和
交
撃

随
時
用
意

随
所
用
意

随
調
用
意

随
琵
琶
用
意

弾
玄
上
時
用
意

雑
口
伝

提
琵
琶

置
髭
琶

治
琵
琶

懸
緒

付
柱

押
撥
面
等

直
悪
音

奏
楽
の
際
の
心
得

晴
れ
の
奏
楽
の
心
得

舞
台
裏
で
の
演
奏
の
心
得

「
閃
御
簾
前
」
で
の
心
得

管
楽
器
と
の
合
奏
法

琴
と
の
合
奏
法

折
に
合
っ
た
奏
楽
の
心
得

所
に
合
っ
た
奏
楽
の
心
得

曲
調
に
合
っ
た
奏
楽
の
心
得

琵
琶
の
質
に
合
っ
た
奏
楽
の
心
得

玄
上
弾
奏
の
心
得

種
々
の
口
伝

琵
琶
の
提
げ
方

琵
琶
の
置
き
方

琵
琶
の
納
め
方

絃
の
張
り
方

柱
の
付
け
方

撥
面
の
は
り
方

悪
音
の
調
整
法

諸の条件に応じた奏楽

種
々
の
口
伝

修理の方法

奏　楽　の　実　際

表
は
本
書
各
筋
の
標
題
を
一
覧
し
、
各
筋
の
内
容
を
私
に
ま
と
め
た
も
の
。

総
じ
て
似
通
う
内
容
を
ま
と
め
て
配
列
す
る
意
識
が
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
上

巻
第
七
～
九
岩
に
は
、
音
調
や
リ
ズ
ム
、
下
巻
第
十
三
～
十
五
第
に
は
、
琵
琶

を
持
ち
、
置
き
、
収
め
る
と
い
っ
た
取
り
扱
い
方
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
概
ね
上
巻
に
は
奏
楽
の
基
本
、
下
巻
に
は
奏
楽
の
実
際
1
完
琶
の
取
り

扱
い
1
修
理
の
方
法
、
と
、
上
下
巻
を
通
じ
た
話
題
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

編
纂
に
あ
た
っ
て
の
編
者
の
体
系
化
の
配
慮
が
、
結
果
と
し
て
表
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
配
慮
は
、
何
も
本
書
の
構
成
や
各
篇
の
排
列
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
よ
り
個
別
の
表
現
の
レ
ヴ
エ
ル
に
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
。

⑥
師
説
云
、
が
く
や
に
し
て
琵
琶
を
ひ
く
時
、
よ
く
〈
よ
う
い
す
べ
し
。

数
管
音
勢
は
な
は
だ
し
き
あ
い
だ
、
絃
の
た
ぐ
い
は
物
を
す
る
と
も
お
ぼ

へ
ず
。
よ
て
あ
な
が
ち
に
ひ
き
ふ
か
く
を
さ
る
・
也
。
是
手
本
に
て
は
よ

く
き
こ
ゆ
と
思
ヘ
ビ
、
さ
し
の
き
て
き
く
に
は
、
く
わ
な
く
て
け
す
し
。



返
々
よ
う
い
す
べ
し
。
愚
案
、
が
く
や
に
し
て
琵
琶
を
引
に
は
、
調
子
舞

ご
と
に
か
は
る
あ
い

.　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　5

だ
、
し
ら
べ
を
あ
ら
た
む
る
に
こ
じ
つ
あ
り
。
委
見
一

調
琵
琶
之
篇
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
下
三
)

傍
線
部
を
、
や
や
注
意
深
く
見
て
み
よ
う
。
舞
楽
の
時
、
楽
人
ど
も
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
楽
屋
す
な
わ
ち
舞
台
裏
で
演
奏
す
る
。
舞
ご
と
に
楽
の
調
子

は
変
わ
る
の
で
、
調
べ
を
改
め
ね
ば
な
こ
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
故
実
が
あ
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
愚
案
を
記
し
た
編
者
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
故
実
の
中
味

に
触
れ
な
い
。
た
だ
二
重
傍
線
部
「
見
二
調
琵
琶
之
篇
二
と
述
べ
る
の
み
で

あ
る
。⑦

愚
案
、
が
く
屋
に
し
て
琵
琶
を
ひ
く
時
、
て
う
し
ま
ひ
ご
と
に
か
は
る
。

よ
て
し
ら
べ
を
か
ふ
る
あ
ひ
だ
、
事
わ
づ
ら
ひ
な
き
に
あ
ら
ず
。
よ
く
よ

ぐ
こ
じ
つ
を
も
ち
ゆ
べ
し
。
さ
う
な
く
本
の
し
ら
ペ
を
み
だ
す
べ
か
ら
ず

(
以
下
略
)
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
三
)

上
巻
「
調
琵
琶
箪
二
」
よ
り
の
引
用
。
以
下
、
故
実
の
詳
細
が
続
く
。
⑥
「
委

見
二
調
琵
琶
之
革
」
と
は
、
一
書
の
う
ち
に
話
題
の
重
複
が
生
ず
る
こ
と
を
避

け
る
文
言
と
言
え
る
。
か
か
る
措
置
の
裏
に
あ
る
編
者
の
意
図
は
、
や
は
り
、

一
書
の
ま
と
ま
り
を
重
ん
ず
る
体
系
化
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

四

次
に
、
視
点
を
「
愚
案
」
　
に
移
し
、
そ
の
在
り
よ
う
に
着
目
し
て
み
よ
う
。

石
田
氏
は
、
先
の
古
典
文
学
大
辞
典
の
解
題
の
中
で
、
「
稀
に
愚
案
と
し
、
ま

た
は
問
答
の
形
で
自
説
を
述
べ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
説
の
内
実
に
、

も
う
少
し
眼
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

‥

・

り

・

⑧
愚
案
、
此
等
説
、
行
路
之
儀
欺
。
晴
の
座
に
し
て
、
所
作
人
の
た
め
に
持
二

6

琵
牢
出
二
千
座
席
l
～
二
は
別
儀
也
。
　
　
　
　
　
　
　
(
下
十
三
)

下
巻
「
提
琵
琶
第
十
三
」
の
中
の
愚
案
。
琵
琶
の
持
ち
運
び
方
に
つ
い
て
、

師
は
二
様
の
説
を
述
べ
る
。
例
文
中
「
此
等
説
」
と
は
そ
の
二
説
を
指
す
が
、

編
者
は
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
単
に
移
動
す
る
際
の
持
ち
方
で
あ
り
、
所
作
人
と

し
て
出
座
の
時
に
は
別
の
作
法
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
別
儀
」
に
は

触
れ
ら
れ
な
い
が
、
例
⑧
の
主
眼
は
、
師
説
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
、
注
記

的
役
割
で
あ
ろ
う
。
そ
の
注
記
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
、
師
説
が
実
際
の
場
に
適

用
し
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
中
に
、
編
者
の
言
を
示
す
「
愚
案
」
「
今
案
」
が
二
十
七
例
見
え
る
。
そ

の
多
く
が
、
こ
の
よ
う
に
師
説
で
語
り
尽
さ
れ
て
い
な
い
点
を
、
よ
り
具
体
的

か
つ
現
実
的
に
補
完
す
る
場
と
し
て
働
い
て
い
る
。
一
例
と
り
た
て
る
。

⑨
又
云
、
袖
を
ま
く
り
て
ひ
く
や
う
あ
り
。
又
琵
琶
を
袖
の
内
に
入
て
ひ
く

や
う
あ
り
。
よ
く
〈
可
二
酎
酌
一
也
。
　
　
　
　
　
　
(
上
二
)

琵
琶
の
構
え
方
に
つ
い
て
。
右
の
二
説
を
、
「
う
し
ろ
の
か
た
よ
り
こ
れ
を
み

る
に
す
が
た
わ
ろ
く
候
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
袖
を
ま
く
る
構
え
方
を
斥
け

る
こ
と
で
、
師
説
は
一
旦
決
着
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
恐
ら
く
は
別
の
機
会
に

語
ら
れ
た
と
思
し
い
、
右
の
談
話
に
続
く
問
答
に
お
い
て
は
、
「
ま
く
り
て
ひ
く

べ
き
な
り
」
と
い
う
、
逆
の
結
論
を
師
は
下
し
て
い
る
。



こ
の
全
く
逆
の
、
二
つ
の
結
論
を
承
け
て
、
編
者
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

⑲
両
度
談
不
レ
同
。
今
案
、
随
二
装
束
一
依
二
其
所
謂
可
二
相
計
一
敗
。

(
上
二
)

編
者
は
両
者
を
背
反
す
る
も
の
と
受
け
と
め
る
の
で
な
く
、
そ
の
場
そ
の
場

の
条
件
で
判
断
す
べ
き
、
と
、
い
わ
ば
合
理
的
・
妥
協
的
に
結
論
の
組
館
を
解

釈
し
て
い
る
。
決
し
て
師
説
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
説
が
相
並
ぶ

道
を
読
者
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

撥
の
つ
か
い
方
に
つ
い
て
。
師
は
一
方
で
「
あ
ら
く
」
弾
け
、
と
述
べ
な
が

ら
、
他
方
で
「
あ
ら
く
ひ
き
あ
ら
く
を
す
は
、
は
な
は
だ
つ
た
な
き
事
也
」
と

別
の
結
論
を
口
に
す
る
。
こ
れ
を
承
け
て
の
「
愚
案
」
で
あ
る
。

⑪
愚
案
、
両
度
説
巳
以
相
違
。
能
々
可
レ
案
之
。
　
　
　
　
　
(
上
六
)

編
者
は
こ
こ
で
は
、
先
の
よ
う
に
自
ら
判
断
を
下
す
こ
と
は
せ
ず
、
「
能
々

可
レ
案
之
」
と
し
て
、
決
着
を
読
者
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。

「
愚
案
」
の
働
き
が
、
お
よ
そ
輪
郭
を
見
せ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
編
者
に

よ
る
「
愚
案
」
は
、
師
の
談
話
の
不
足
を
補
い
、
ま
た
そ
れ
に
解
説
を
加
え
た

り
す
る
注
記
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
楽
屋
に
お
け
る
調
べ
の
あ
ら
た
め
方

を
言
っ
た
前
項
⑥
⑦
の
例
に
し
て
も
、
師
の
説
に
関
連
し
て
重
要
な
問
題
と
判

断
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
「
愚
案
」
で
補
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

編
者
の
「
愚
案
」
は
、
基
本
的
に
、
「
師
説
」
の
枠
を
逸
脱
し
、
ま
た
「
師
説
」

と
対
時
し
て
記
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
を
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
愚

案
」
で
「
自
説
を
述
べ
る
」
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
「
自
説
」
は
、
独
自
な
立

場
か
ら
の
批
判
や
主
体
的
な
自
己
主
張
と
は
考
え
に
く
い
。

た
だ
一
体
に
、
談
話
を
集
成
す
る
作
品
に
お
い
て
、
編
者
が
そ
の
談
話
内
容

に
コ
メ
ン
ト
す
る
の
は
、
心
ず
L
も
一
般
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
よ
う
だ
。
聞

7

き
手
が
積
極
的
な
態
度
を
と
る
江
談
抄
を
別
に
す
れ
ば
、
中
外
抄
や
冨
家
語
を

見
て
も
、
談
話
内
容
に
コ
メ
ン
ト
を
与
え
る
の
は
稀
で
あ
る
。
「
愚
案
」
と
い
う

表
現
も
、
中
外
抄
巻
下
・
久
安
四
年
七
月
一
日
条
に
一
例
、
し
か
も
問
答
中
に

引
用
さ
れ
た
箪
二
者
の
言
の
内
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
「
愚
案
」
の
存
在
と
そ
の
在
り
よ
う
と
を
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
と
見
て
誤

ら
な
い
と
思
う
。

五

以
上
触
れ
た
体
系
化
の
志
向
と
「
愚
案
」
に
よ
る
帥
説
補
完
の
姿
勢
と
は
、

本
書
の
福
農
作
業
に
あ
た
っ
て
編
者
自
ら
が
ね
ら
っ
た
本
書
の
「
あ
る
べ
き
姿
」

と
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
訊
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

今
、
編
者
が
ね
ら
っ
た
「
あ
る
べ
き
姿
」
を
仮
に
編
纂
意
図
と
呼
べ
ば
、
し

か
し
、
こ
の
霜
羞
意
図
の
み
で
は
割
り
切
れ
な
い
談
話
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し

て
い
る
。

上
巻
「
調
琵
琶
箪
二
」
に
は
、
十
一
ほ
ど
の
談
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
八
話
に
「
べ
し
」
を
多
用
し
た
教
え
や
さ
と
し
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
そ

の
口
調
の
一
端
は
、
先
に
別
件
で
掲
げ
た
例
⑦
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。



ま
た
、
他
の
談
話
に
お
い
て
も
、
「
ペ
し
」
は
用
い
ず
と
も
や
は
り
、
琵
琶
調
律

の
故
実
や
用
意
を
述
べ
る
形
で
、
談
話
が
進
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
調
琵
机
」

と
い
う
標
題
が
あ
た
か
も
小
主
題
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
次
の
例
に
は
注
意
し
た
い
。

⑫
帥
説
云
、
故
二
条
院
御
字
、
予
初
参
、
め
L
に
よ
り
て
、
は
し
か
く
し
の

ま
へ
ま
い
る
。
(
中
略
)
　
又
仰
云
、
袖
を
ば
を
し
ま
く
り
て
ひ
く
べ
き
か
、

又
琵
琶
を
い
れ
て
ひ
く
べ
き
か
。
申
云
、
孝
博
は
ま
く
り
て
ひ
き
候
け
り
。

そ
の
ゆ
へ
は
、
い
れ
て
ひ
く
は
、
か
り
ぎ
ぬ
の
く
・
り
に
ば
ら
の
し
り
か

、
り
て
、
中
間
に
失
錯
い
で
き
た
る
也
。
信
綱
は
、
を
し
ま
く
り
て
ひ
く

は
、
う
し
ろ
よ
り
見
る
に
す
が
た
わ
ろ
L
と
て
、
い
れ
て
ひ
き
候
也
。
二

の
せ
つ
と
も
に
そ
の
い
は
れ
な
き
に
あ
ら
ず
。
た
㍉
し
せ
ん
ず
る
所
、
か

り
ぎ
ぬ
は
け
　
(
嚢
)
　
の
事
に
候
。
は
れ
の
所
作
に
は
か
要
ら
ず
束
帯
も
し

マ
マ
伸

は
こ
は
き
衣
冠
を
き
る
時
、
を
し
ま
く
り
て
候
は
ん
。
さ
だ
め
て
す
が
た

も
こ
と
や
う
に
、
又
ひ
き
に
く
、
も
候
敗
。
又
お
は
せ
に
い
は
く
、
主
人

の
御
前
に
て
琵
琶
を
玉
は
り
て
ひ
く
時
は
、
い
か
や
う
に
む
か
ふ
べ
き
ぞ

や
。
申
云
、
ば
ち
め
ん
を
主
人
に
む
け
て
ひ
く
と
い
へ
り
。
こ
の
時
中
む

ね
ど
も
願
御
感
気
あ
り
と
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
三
)

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
の
程
度
引
か
ね
ば
本
話
の
実
態
は
判
ら
な
い
だ

ろ
う
。
始
め
の
中
略
部
分
に
は
、
本
編
の
標
題
に
沿
っ
て
、
琵
琶
調
律
の
方
法

が
二
条
院
と
の
問
答
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
傍
線
部
の
院
の

問
い
か
け
か
ら
、
談
話
の
流
れ
は
「
袖
を
ま
く
っ
て
弾
く
か
、
琵
琶
を
袖
の
内

に
入
れ
て
弾
く
か
」
の
間
題
へ
と
移
る
。
こ
れ
は
例
⑨
⑩
に
示
し
た
よ
う
に
、

直
前
の
上
巻
第
二
符
で
一
応
の
決
着
を
み
た
ば
か
り
の
間
題
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
次
の
院
の
問
い
か
け
　
(
破
線
部
)
　
で
話
題
は
更
に
移
り
、
「
頗
御
感
気
あ
り
」

と
院
の
反
応
を
語
っ
て
、
結
局
一
話
は
師
の
日
詰
に
収
赦
し
て
い
る
。
結
果
、

本
話
は
、
「
調
琵
琶
」
と
い
う
標
題
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

談
話
を
書
き
留
め
て
い
た
編
者
に
は
、
上
巻
箪
二
籍
の
ま
と
ま
り
と
本
来
‥
全

体
の
体
系
と
を
慮
り
、
傍
線
部
「
又
仰
云
」
以
下
を
削
除
す
る
こ
と
も
で
き
た

筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
本
話
の
師
の
白
誹
は
、
「
調
琵
琶
」

と
い
う
標
題
の
下
に
師
説
を
集
成
す
る
本
篇
の
趣
意
と
は
ず
れ
を
生
ず
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ま
た
、
直
前
の
上
巻
箪
一
篇
で
と
り
立
て
ら
れ
た
話
題
が
重
複
し

て
記
し
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
解
く
錠
は
、
帥
・
右
安
の
二
条
院
に
対
す
る
特
別
の
思
い
に
あ
る
、

と
私
は
思
脱
す
る
。

総
じ
て
、
二
条
院
に
ま
つ
わ
る
回
想
は
、
本
書
各
笛
の
標
題
か
ら
逸
脱
す
る

こ
と
が
ま
ま
あ
る
　
(
上
十
二
、
十
三
、
下
十
二
等
)
。
一
例
を
示
す
。

次
の
例
は
、
上
巻
「
手
第
士
二
」
の
中
の
一
訪
。
人
物
関
係
が
や
や
神
経
だ

が
、
二
条
院
と
有
安
の
師
匠
と
の
や
り
と
り
を
、
右
安
白
身
が
回
想
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
例
文
中
「
孝
博
」
は
、
藤
原
孝
博
。
「
琵
琶
の
藤
三
」
と
も
呼

ば
れ
た
名
手
で
、
こ
の
「
孝
博
」
か
ら
見
て
看
安
は
孫
弟
子
に
あ
た
る
。

⑬
又
仰
云
、
掻
合
し
つ
か
に
し
て
孝
博
に
に
ず
。
こ
れ
ま
た
如
何
。
申
云
、

宥
安
が
掻
合
を
ひ
く
て
い
也
。
仰
云
、
石
安
は
な
ん
ぢ
が
で
し
也
。
師
な



ん
ぞ
で
し
の
ひ
き
や
う
を
な
ら
ふ
べ
き
や
。
申
云
、
有
安
当
世
の
も
の
、

上
手
也
。
よ
て
や
う
ぞ
候
覧
と
思
給
候
也
。
そ
の
と
き
し
き
り
に
わ
ら
は

せ
ま
し
〈
て
、
不
レ
足
レ
吉
事
也
。
　
　
　
　
　
　
　
(
上
十
三
)

引
用
最
後
の
「
不
レ
足
レ
言
事
也
」
と
は
、
二
条
院
の
反
応
に
対
す
る
、
や
や

は
に
か
ん
だ
有
安
の
感
想
で
あ
ろ
う
。
は
に
か
み
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
師
匠

に
ま
で
「
当
世
の
も
の
、
上
手
」
と
言
わ
せ
た
、
有
安
の
面
目
躍
如
の
一
語
で

あ
る
。
本
誌
も
飽
く
ま
で
、
二
条
院
の
反
応
を
借
り
た
有
安
の
自
欝
で
あ
り
、

楽
曲
の
故
実
を
伝
え
る
と
い
う
標
題
の
本
意
に
直
結
し
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

こ
こ
で
話
題
に
上
る
接
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
直
前
の
上
巻
第
十
二
篇
に
、

わ
ざ
わ
ざ
一
第
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

中
原
有
安

ま
ち
い
で
て
い
か
に
う
れ
し
と
思
ふ
ら
ん
は
つ
か
あ
ま
り
の
山
の
は
の
月

二
〇
六
一
)

二
条
院
の
崩
御
後
、
治
部
卿
な
る
人
物
げ
勧
め
に
応
じ
て
写
し
た
言
m
経
に

添
え
ら
れ
た
和
歌
。
い
か
に
歌
林
苑
会
衆
と
の
交
流
が
知
ら
れ
る
と
は
言
っ
て

も
、
一
介
の
楽
人
が
こ
う
し
た
詠
を
残
す
こ
と
自
体
、
二
条
院
と
の
親
し
い
交

わ
り
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
に
く
い
。

二
条
院
の
並
々
な
ら
ぬ
恩
寵
に
は
、
有
安
も
相
応
の
誠
意
を
も
っ
て
応
え
た

筈
で
あ
る
。

本
書
に
見
え
る
二
条
院
に
関
す
る
回
想
は
、
有
安
の
院
に
対
す
る
特
別
の
思

い
、
い
わ
ば
実
情
実
感
を
通
し
て
語
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

文
机
談
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

(
二
条
院
は
)
　
い
み
じ
く
諸
道
に
す
か
せ
を
は
し
ま
す
御
こ
、
ろ
也
け
り
。

こ
の
君
、
後
白
川
法
皇
第
一
の
御
子
に
て
わ
た
ら
せ
給
。
な
に
事
も
あ
L

か
ら
ぬ
君
に
て
を
は
し
ま
し
け
り
。
こ
の
道
を
も
ふ
か
く
御
さ
た
あ
り
け

g

り
。
楽
所
預
有
安
も
つ
ね
に
候
き
。
陪
従
惟
成
貰
ど
も
つ
ね
に
傾
け
㌔

二
条
院
が
石
安
を
親
し
く
近
づ
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。

ま
た
月
詣
和
歌
集
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
条
院
の
み
か
ど
か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
後
、
そ
の
御
れ
う
に

治
部
脚
人
を
す
す
め
て
言
m
経
し
や
し
侍
り
け
る
に
、
勧
発
品
満
三

七
日
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る

ま
た
、
妙
音
院
・
藤
原
師
長
へ
向
け
ら
れ
た
視
線
も
興
味
深
い
。
中
世
に
お

い
て
、
楽
道
を
集
大
成
し
た
師
長
に
対
す
る
見
方
は
総
じ
て
好
意
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
書
の
伝
え
る
師
長
の
姿
は
、
甚
だ
趣
き
を
異
に
す
る
。

⑲
又
云
、
孝
博
し
な
ん
と
す
る
時
、
で
し
四
条
大
和
国
師
長
お
は
し
ま
し
て

問
云
、
ひ
き
よ
く
い
ま
は
み
な
っ
た
へ
學
。
い
ま
に
を
い
て
い
こ
ん
な
し
。

如
何
。
答
云
、
催
馬
楽
い
ま
だ
し
の
く
で
ん
残
申
侍
し
物
を
と
い
ふ
。
つ

ぎ
の
目
し
に
を
は
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
十
一
)

催
馬
楽
の
教
え
を
類
棄
し
た
篇
の
中
に
収
め
ら
れ
る
談
話
。
師
長
に
対
す
る
、

有
安
の
冷
た
い
見
方
が
よ
く
伝
わ
る
一
話
と
言
え
よ
う
。
自
訴
の
談
話
に
は
の



見
え
る
、
有
安
の
名
手
と
し
て
の
衿
侍
が
、
こ
の
道
の
大
家
師
長
へ
の
対
抗
意

識
と
な
っ
て
、
か
く
現
れ
た
の
か
。
或
い
は
、
経
信
流
(
後
の
桂
流
)
　
と
院
神

流
(
後
の
西
流
)
　
と
の
対
立
意
識
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
。
真
相
は
定
か
で
な
い

け
れ
ど
も
、
何
れ
に
し
ろ
、
総
じ
て
本
書
は
師
長
に
批
判
的
で
あ
る
。

師
長
へ
の
こ
の
皮
肉
な
視
線
は
、
先
の
二
条
院
の
場
合
と
は
ま
た
別
の
意
味

で
、
有
安
の
実
感
が
露
呈
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

六

有
安
の
教
え
を
体
系
的
に
、
し
か
も
、
初
学
の
基
本
か
ら
奏
楽
の
実
際
へ
と

い
う
本
書
の
流
れ
に
沿
っ
て
享
受
す
る
必
要
の
あ
っ
た
読
者
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、

有
安
一
派
の
弟
子
ど
も
で
あ
ろ
う
。

以
二
左
近
大
大
将
監
中
原
光
氏
之
秘
本
一
命
レ
害
コ
写
之
の
秘
書
之
問
、
荒
涼

之
人
有
二
其
悍
『
彷
以
二
女
華
令
レ
書
之
問
、
僻
字
等
多
。
得
二
其
意
一
迫

可
レ
書
コ
改
之
"

左
近
少
将
　
(
判
)

胡
琴
教
録
の
写
本
の
多
く
が
、
下
巻
末
に
右
の
践
文
を
記
し
残
し
て
い
る
由

で
あ
る
。
山
田
孝
雄
氏
は
右
蚊
文
中
の
「
中
原
光
氏
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
原
光
氏
と
い
ふ
人
は
、
文
永
年
中
に
隆
園
が
書
け
る
文
机
談
に
、

中
志
(
中
原
氏
の
衛
門
志
の
意
)
景
安
と
い
ふ
聖
人
の
事
を
叙
し
て
、

い
ま
光
氏
と
て
侍
な
る
父
と
そ
申
さ
れ
し
。

へ
ー

と
あ
る
、
そ
の
光
氏
な
る
ぺ
け
れ
ば
、
文
永
の
頃
の
人
な
り
と
知
ら
れ
た
聖

文
机
談
は
ま
た
、
「
中
志
景
安
」
を
有
安
の
養
子
と
伝
え
て
い
る
か
ら
、
有
安

の
談
話
が
そ
の
養
子
へ
、
ま
た
そ
の
子
へ
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
山
田
氏
の

推
定
は
示
唆
し
て
い
よ
う
。
確
言
す
る
た
め
の
資
料
を
欠
く
が
、
山
田
氏
の
お

考
え
は
、
本
書
の
享
受
者
を
石
安
一
派
の
弟
子
共
と
把
え
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

と
思
う
。

琵
琶
を
初
歩
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
読
者
の
た
め
に
、
談
話
が
体
系
的
に
排
列

さ
れ
た
本
書
は
大
い
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
反
面
、
こ
の
体
系
の
枠
に
収
ま

る
談
話
か
ら
、
看
安
の
情
感
は
伝
わ
り
に
く
い
。
彼
は
建
久
七
・
八
年
に
は
恐

討

ら
く
没
し
ち
二
条
院
や
師
長
に
つ
い
て
語
る
有
安
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
通
し
一

て
彼
の
人
と
な
り
を
後
人
に
伝
え
う
る
、
重
要
な
談
話
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
　
1
0

い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
体
系
の
枠
を
逸
脱
さ
せ
て
で
も
、
編
者
は
こ
う
し
た
談
話
一

を
本
書
に
記
し
留
め
た
の
だ
と
考
え
る
。

七

談
話
を
筆
録
し
集
成
す
る
と
い
う
胡
琴
教
録
の
体
裁
は
、
院
政
期
に
著
さ
れ

た
教
命
録
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
教
命
録
(
特
に
江
談
抄
・
中
外
抄
等
)
　
の
言
談

筆
録
を
、
森
正
人
氏
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
も

江
談
抄
の
古
本
系
諸
本
は
、
匡
房
の
言
談
の
一
部
を
し
か
残
さ
な
い
け
れ

ど
も
、
条
条
に
語
り
手
、
聞
き
手
の
存
在
を
示
す
「
被
レ
命
云
」
「
問
云
」

「
答
云
」
な
ど
の
句
を
有
し
、
談
話
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
中
外



抄
も
、
談
話
の
行
わ
れ
た
「
口
、
処
、
そ
の
機
会
、
筆
録
者
の
ほ
か
に
同
座

し
て
い
た
聞
き
手
の
存
在
を
示
し
、
語
り
手
、
聞
き
手
の
間
答
の
語
を
写

す
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
教
命
録
は
語
ら
れ
た
こ
と
が
ら
ば
か
り
で
な

く
、
し
ば
し
ば
物
語
の
甥
を
も
本
文
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
胡
琴
教
録
の
体
系
化
に
つ
い
て
も
、
顆
柴
本
江
談
抄
が
思
い
あ
わ
せ

ら
れ
る
。
江
談
抄
の
類
緊
化
に
つ
い
て
も
、
森
氏
の
文
章
の
中
か
ら
次
に
引
い

て
わ
こ
う
。

救
命
録
は
、
右
の
よ
う
に
そ
の
一
部
が
抄
出
さ
れ
て
別
の
書
物
に
編
入
さ

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
体
に
部
類
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

類
界
本
江
談
抄
は
、
匡
房
の
談
話
の
筆
録
が
後
人
に
よ
っ
て
「
公
事
」
「
摂

関
家
事
」
「
仏
神
事
」
「
雑
事
」
「
詩
事
」
「
長
句
事
」
と
い
う
綱
目
の
も
と

に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
再
編
は
、
江
談
を
整
理
し
体
系
化
を
図

り
、
あ
わ
せ
て
検
索
利
用
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
も
、
類
舞
木
が
依
拠
し
た
で
あ
ろ
う
古
本
系
諸
本
に
特
徴
的
な
、
物

語
の
場
を
示
す
字
句
は
消
失
す
る
。

右
安
の
言
談
も
、
実
際
に
は
枝
々
な
流
れ
を
も
っ
て
、
あ
る
程
度
連
続
し
、

そ
の
場
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
あ
わ
せ
て
箪
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
談
話
の
場
も
日

時
も
記
さ
ず
、
体
系
化
に
よ
り
談
話
の
流
れ
を
寸
断
す
る
胡
琴
教
録
の
編
纂
の

あ
り
方
は
、
森
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
談
話
を
「
物
語
の
場
」
か
ら
切
り
離

す
行
為
で
あ
っ
た
と
一
言
え
る
。
た
だ
、
甜
琴
教
録
の
場
合
、
琵
琶
に
関
す
る
教

説
と
い
う
、
口
的
意
識
の
比
較
的
明
瞭
な
談
話
が
主
で
あ
っ
た
。
た
め
に
宥
安

の
談
話
は
、
福
窮
を
総
て
も
、
多
く
は
各
話
の
趣
意
が
績
な
わ
れ
に
く
か
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
悪
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
小
論
箪
二
項

の
冒
頭
に
触
れ
た
「
師
説
一
至
と
い
う
、
本
害
の
談
話
の
定
型
的
な
書
き
出
し

で
あ
る
。

「
物
語
の
場
」
か
ら
談
話
を
切
り
離
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
師
匠
の
言
葉
で
あ

る
こ
と
に
一
々
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
は
、
例
え
ば
江
談
抄
の
類
異
化
と
は
別
の

意
識
と
見
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
完(
談
話
を
個
別
的
な
場
か
ら
切
り
離
し
、
普

迎
化
す
る
の
が
江
談
抄
の
類
異
化
の
よ
う
で
あ
る
が
、
本
譜
の
談
話
は
飽
く
ま

で
「
師
1
弟
子
」
と
い
う
枠
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。

編
者
が
本
書
で
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
、
そ
れ
は
ま
ず
、
右
安
の
教
え
で
あ

り
、
併
せ
て
、
談
話
の
は
し
ば
し
に
知
ら
れ
る
石
安
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
う
し
た
意
識
を
二
つ
な
が
ら
実
現
し
よ
う
と
す
る
編
纂
の
あ
り
方
と
、

そ
の
結
果
、
体
系
を
揺
る
が
す
談
話
を
も
内
包
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ
こ
に
、

胡
琴
教
録
の
編
纂
態
度
の
実
態
と
、
そ
の
編
纂
態
度
自
体
が
苧
む
矛
店
が
露
呈

し
て
い
る
。

お
わ
り
に

編
纂
態
度
の
実
態
を
、
で
き
る
限
り
編
者
の
意
識
に
沿
い
つ
つ
、
以
上
の
よ

う
に
把
え
た
。

小
論
の
前
半
で
触
れ
た
編
者
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
編
纂
を
行
い
得
た
人
物

11



と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

今
後
、
継
続
し
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

※
胡
琴
教
録
の
引
用
は
完
成
合
本
群
書
類
従
所
収
本
文
に
よ
る
。
表
記
は
私

に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
但
し
下
巻
の
引
用
に
際
し
て
は
、
猪
熊
本
初
琴

教
最
下
(
古
典
保
存
全
種
製
)
を
参
看
し
、
本
文
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
場
合
は
注
に
そ
の
旨
を
記
し
、
併
せ
て
ほ
熊
本
本
文
を
掲
げ
た
。

(注)
㈲
r
俊
恵
及
び
長
明
の
研
究
」
第
二
冊
　
(
昭
和
三
十
八
年
五
月
)

㈲
例
え
ば
、
「
さ
し
の
き
て
聞
く
に
は
花
な
く
て
下
臆
し
　
ー
　
朗
琴
教
録
の
師
説

-
　
」
(
「
上
智
大
学
因
文
科
紀
要
」
1
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
)
。
こ
れ
を
承

け
て
「
仮
令
村
濃
の
匂
ひ
の
如
し
　
-
　
胡
琴
教
録
の
語
彙
と
表
現
　
-
　
」
(
同

前
3
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
)
　
に
お
い
て
、
石
田
氏
は
、
比
較
柏
討
の
材
料

と
し
て
、
全
面
的
に
長
明
の
無
名
抄
を
と
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

㈲
「
長
明
と
琵
琶
　
-
　
r
糾
琴
教
録
」
と
「
手
習
」
と
　
-
　
」
(
r
国
語
と
国
文

学
」
平
成
四
年
三
月
)
。
以
下
、
今
村
氏
の
脚
説
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

㈱
他
に
も
長
明
の
生
年
を
仁
平
三
年
(
二
五
三
)
、
久
寿
元
年
(
二
五
四
)

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
小
稿
で
は
ほ
ぼ
通
説
に
従
い
、
久
寿
二
年
(
二
五

五
)
　
と
し
た
。

㈲
猪
熊
本
、
少
異
あ
り
。

師
説
云
於
楽
屋
弾
比
巴
之
時
能
l
可
用
意
数
菅
音
勢
甚
之
間
絃
顆
波
物
乎

仕
留
止
毛
不
覚
彷
強
引
深
久
被
押
也
是
手
本
飾
り
能
ク
仕
止
思
倍
止
差
乃

茂
り
聞
湘
無
花
弓
下
頗
志
返
l
可
用
意
思
案
於
楽
屋
弾
比
巴
朗
調
子
毎
舞

替
之
問
改
調
ホ
有
古
質
委
見
調
比
巴
之
篇

㈲
類
従
本
本
文
、
真
名
文
を
訓
み
下
す
際
に
誤
っ
た
か
。
猪
熊
本

思
案
此
等
説
行
路
之
債
敗
於
暗
珪
為
而
所
作
人
持
比
巴
山
千
座
席
小
波
別

儀
也

鼎
小
峯
和
明
氏
「
江
談
抄
の
語
り
　
-
　
言
談
の
文
芸
　
-
　
」
　
(
「
伝
承
文
学
研

究
」
　
2
7
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
)
　
に
詳
し
い
。

㈲
こ
こ
の
物
言
い
は
、
や
や
不
審
。
「
候
は
ば
」
と
あ
る
べ
き
か
。

㈱
文
机
談
巻
箪
二
(
箪
二
冊
)
。
岩
佐
美
代
子
氏
「
校
注
文
机
談
」
に
よ
る
。

㈹
r
新
編
国
歌
大
観
」
第
二
本
に
よ
る
。

㈱
こ
こ
の
「
治
部
椚
」
に
つ
い
て
、
簗
瀬
一
雄
氏
は
藤
原
家
隆
の
父
・
光
隆
と

さ
れ
(
注
㈲
論
文
)
、
以
後
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
間
踵
が
あ
る
と
思

う
。
二
条
院
崩
は
永
万
元
年
(
二
六
五
)
七
月
二
十
八
日
。
こ
の
時
光
隆

は
確
か
に
治
郎
卿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
安
元
二
年
(
二
七
六
)
　
に
は
源

顕
信
が
こ
れ
に
替
わ
り
、
月
詣
集
の
最
終
的
成
立
と
言
わ
れ
る
寿
永
二
年
(
一

一
八
三
)
　
以
後
も
治
部
脚
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
治
部
卿
な

る
表
現
だ
け
で
光
隆
を
一
章
フ
に
は
無
理
が
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
治
部
卿
を

顕
信
に
比
定
し
て
み
て
も
、
二
条
院
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

こ
こ
の
　
「
治
部
卿
」
は
胡
琴
教
録
に
も
登
場
す
る
杜
少
輔
信
綱
息
女
、
「
治
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部
卿
」
と
呼
ば
れ
た
従
三
位
源
盛
子
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。

光
隆
は
、
政
治
的
に
二
条
院
と
対
立
し
た
後
白
河
院
の
別
当
で
あ
り
、
彼
が

二
条
院
の
た
め
に
一
品
経
を
人
々
に
勧
め
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、

盛
子
な
ら
ば
、
胡
琴
教
録
に
、
二
条
院
と
の
直
接
の
交
渉
が
知
ら
れ
る
し
、

有
安
と
の
繋
が
り
も
あ
る
。
ま
た
彼
女
は
、
兼
実
の
姉
皇
慕
門
院
に
も
仕
え
、

「
皇
嘉
門
院
治
郎
細
」
な
る
名
で
詞
花
集
に
も
人
集
す
る
歌
人
で
あ
っ
た

(
r
勅
撰
作
者
部
謡
〓
謹
卑
分
泳
」
字
多
源
氏
な
ど
)
。
加
え
て
、
彼
女
は
平

清
盛
の
娘
の
琵
琶
の
師
と
し
て
、
啄
木
ま
で
伝
え
た
と
い
う
(
「
源
平
盛
衰

記
」
巻
二
「
清
盛
息
女
の
事
」
)
。
清
盛
と
言
え
ば
、
後
白
河
院
の
別
当
で
あ

り
な
が
ら
、
一
方
で
は
二
条
院
に
も
近
づ
い
て
い
た
こ
と
が
思
い
あ
わ
せ
ら

れ
る
。

女
性
が
一
品
経
供
養
の
発
願
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
か
疑
問
が
残
る
が
、
「
拍

部
卿
」
を
源
盛
子
と
考
え
る
こ
と
で
、
様
々
な
分
野
の
視
界
が
ひ
ら
け
る
こ

と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
朗
琴
教
録
が
秘
め
て
い
る
こ
と
を
申
し
添

え
た
い
。

㈹
古
典
保
存
全
種
製
書
第
八
期
「
胡
琴
教
錨
　
下
し
(
猪
熊
本
)
の
「
解
説
」
。

㈹
前
掲
注
価
に
同
じ
。

㈹
「
説
話
集
の
編
纂
」
(
「
解
釈
と
鑑
質
し
一
九
八
八
年
三
月
、
特
集
「
院
政
期

文
学
史
の
構
想
」
)
。

㈹
前
掲
注
鼎
小
峯
氏
論
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

…
類
梨
本
系
は
問
答
形
式
を
削
除
な
い
し
裁
断
す
る
傾
向
が
強
く
、
た
め

に
文
意
不
通
を
き
た
す
箇
所
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。

(付記)小
論
は
、
平
成
四
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お
け

る
口
頭
発
表
を
も
と
に
、
若
干
の
補
訂
を
加
え
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
稲
賀
敬
二
先
生
・
位
藤
邦
生
先
生
・
竹
村
信
治
先

生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
注
に
掲
げ
た
以
外
に
も
、
石
田
百
合
子

氏
の
御
論
よ
り
多
大
の
御
学
恩
を
賜
わ
っ
た
こ
と
を
併
せ
記
し
、
お
礼
申
し

上
げ
る
。

-
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
中
　
-
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