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岡
本
韋
庵
『
修
身
偉
蹟
』
翻
刻
・
訳
注
（
上
）

有
馬

卓
也

は
じ
め
に

『
修
身
偉
蹟
』
は
、
岡
本
韋
庵
が
残
し
た
写
本
の
一
つ
で
刊
本
は
な
い
。
筆

写
年
代
は
不
明
。
上
下
二
冊
、
四
篇
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
箴
言
等
は
な
く
、

説
話
の
み
（
日
本
と
中
国
の
み
）
で
構
成
さ
れ
た
修
身
書
で
あ
る
。
四
篇
の
タ
イ

ト
ル
と
収
録
説
話
数
は
次
の
通
り
。

上
冊

明
倫
第
一
39

下
冊

立
志
第
二

修
身
第
三
９

厚
徳
第
四

（
全

話
）

32

16

96

筆
者
は
こ
こ
数
年
、
岡
本
の
夫
婦
論
や
女
子
教
育
論
を
中
心
に
、
彼
の
修
身

教
育
に
関
わ
る
資
料
の
翻
刻
・
訳
注
を
製
作
し
て
き
た
。
主
な
論
稿
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

・
岡
本
韋
庵
『
女
訓
新
書
』
翻
刻
・
訳
注
（
東
洋
古
典
学
研
究

、2019
）

47

・
明
治
初
期
の
教
育
と
海
外
知
識
―
岡
本
韋
庵
を
中
心
に
―

（
『
講
座

近
代
日
本
と
漢
学
（
第
五
巻
）
』
所
収
、
戎
光
祥
出
版
、20

1
9

）

・
岡
本
韋
庵
『
小
学
新
編
』
敬
和
第
三
・
訳
注
（
東
洋
古
典
学
研
究

、2020

）

49

明
治
と
い
う
時
代
は
、
家
・
夫
婦
・
女
性
の
在
り
方
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ

た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
役
割
の
変

化
に
伴
う
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
。
岡
本
韋
庵
も
『
要
言
類
纂
』
居
家
第
五
（
明

治

）
・
『
小
学
新
編
』
敬
和
第
三
（
明
治

）
・
『
鉄
鞭
』
長
編
上
夫
婦
（
明
治

12

15

）
な
ど
の
刊
本
で
夫
婦
に
つ
い
て
論
じ
、
ま
た
多
く
の
女
性
た
ち
の
実
例
を

34『
義
勇
芳
軌
』
（
明
治

）
・
『
大
日
本
中
興
先
覚
志
』
（
明
治

）
・
『
日
本
維
新

18

34

人
物
志
』
（
明
治

）
な
ど
の
史
書
で
紹
介
し
、
さ
ら
に
『
女
訓
新
書
』
を
始
め

36

と
し
た
未
刊
行
修
身
書
も
多
数
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
儒
教
的
家
族
倫
理
の
見

直
し
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
多
く
の
修
身
書
・
女
訓
書
が
儒
教
的
枠
組
み
か
ら
脱

却
し
切
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
家
の
問
題
と
い
う
よ
り

は
、
明
治
と
い
う
国
家
の
反
映
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

本
『
修
身
偉
蹟
』
は
、
そ
の
流
れ
の
一
書
で
あ
り
、
他
の
修
身
書
と
共
通
す

る
説
話
も
多
く
、
関
連
も
深
い
。

先
に
示
し
た
諸
書
と
と
も
に
、
岡
本
の
修
身
教
育
・
女
子
教
育
に
つ
い
て
は

近
い
う
ち
に
ま
と
め
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
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【
凡
例
】

一
、
原
本
は
徳
島
県
立
図
書
館
蔵
（
岡
本
韋
庵
先
生
蔵
書
及
著
作
目
録
１
―
３
．
158

（

・

）
）
。
和
綴
本
二
冊
。
と
も
に2

4
.
0

糎×
1
7
.
0

糎
。

255

256

一
、
本
文
は
漢
字
・
片
仮
名
交
じ
り
文
で
墨
筆
さ
れ
、
朱
及
び
墨
に
よ
る
修
正

が
入
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
訂
正
後
の
も
の
を
翻
刻
し
た
。
た
だ
し
行
間
に

記
さ
れ
た
修
正
後
の
文
字
が
判
読
不
能
で
あ
っ
た
り
、
訂
正
後
の
文
意
が
通

じ
な
か
っ
た
り
す
る
部
分
も
い
く
つ
か
存
す
る
。
そ
の
場
合
は
、
意
味
が
通

じ
る
訂
正
前
の
文
を
採
用
し
、
そ
の
旨
注
記
し
た
。

一
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
表
記
は
、
修
正
し
て
注
記
し
た
。

一
、
旧
字
・
俗
字
は
新
字
に
改
め
た
。

一
、
判
読
不
能
な
文
字
は
■
で
表
記
し
た
。

一
、
難
読
字
に
は
必
要
に
応
じ
て
ル
ビ
を
施
し
た
。

一
、
便
宜
上
、
各
条
ご
と
に
通
し
番
号
を
付
し
、
主
人
公
名
を
表
題
と
し
て
示

し
た
。
中
国
の
説
話
に
つ
い
て
は
表
題
の
下
に
（
中
国
）
と
記
し
た
。

一
、
必
要
に
応
じ
て
語
釈
を
施
し
た
が
、
最
小
限
に
止
め
た
。

【
訳
注
】

修
身
偉
蹟
・
上

明
倫
第
一

（
１
）
応
神
天
皇

応
神
天
皇
は
天
性
至
孝
に
ま
し
ま
し
、
皇
太
后
の
摂
政
三
年
に
皇
太
子
に
立

ち
た
ま
ひ
し
よ
り
、
六
十
九
年
の
四
日
に
太
后
の
稚
櫻
宮
に
崩
じ
た
ま
へ
る
ま

で
六
十
年
を
経
る
に
、
一
日
の
如
く
東
宮
に
在
し
て
、
間
言
あ
る
を
聞
く
も
の

な
く
、
又
そ
の
不
平
の
色
あ
る
を
見
る
も
の
な
か
り
け
り
。
聖
心
を
原
ぬ
る
に

た
づ

殆
ど
身
を
終
ふ
る
ま
で
孝
養
を
尽
く
す
を
も
て
至
楽
と
な
し
た
ま
へ
る
も
の
の

如
し
。
皇
后
の
摂
位
四
十
七
年
の
四
月
に
百
済
王
よ
り
其
臣
久
氐
・
弥
都
流
・

く

て

い

み

つ

る

莫
古
と
い
ふ
も
の
た
る
を
来
朝
臣
せ
し
め
た
る
と
き
、
新
羅
使
人
も
倶
に
来
ら

ま

く

こ

れ
た
り
。
太
后

天
皇
と
与
に
大
に
喜
び
た
ま
ひ
、
「
是
は
先
皇
が
切
に
望
み
た

ま
ひ
な
が
ら
、
見
る
に
及
ば
ざ
る
も
の
な
る
に
、
今
や
来
朝
せ
ら
れ
ぬ
と
い
ふ

を
聴
て
羣
臣
ど
も
感
泣
せ
ざ
る
も
の
な
か
り
し
」
と
い
ふ
。
先
皇
よ
り
此
に
至

る
ま
で
、
斯
の
久
遠
の
歳
月
を
経
た
る
に
追
思
し
た
ま
へ
る
こ
と
、
此
の
如
き

こ

は
虞
舜
に
過
ぎ
た
る
も
の
あ
り
。
新
羅
・
百
済
の
化
を
慕
へ
る
も
当
然
な
り
と

い
ふ
べ
し
。

（
２
）
ト
リ

享
保
の
頃
に
三
河
国
額
田
郡
古
部
村
に
ト
リ
と
い
ふ
女
あ
り
。
家
貧
し
く
し

て
父
母
を
養
ふ
に
労
し
け
れ
ば
、
常
に
人
に
雇
は
れ
、
賃
銭
を
得
て
朝
夕
の
烟

を
た
て
た
り
し
が
、
其
の
後
に
父
病
ひ
に
臥
し
け
る
に
よ
り
、
医
薬
の
費
え
も

お
ほ
か
ら
な
ら
で
、
困
迫
を
極
め
た
り
し
か
ば
、
暁
霜
を
ふ
み
て
薪
を
山
林
に

採
り
、
岡
崎
の
市
に
鬻
ぎ
、
其
の
価
も
て
療
養
の
資
と
せ
り
。
古
部
［
①
］

よ
り

ひ
さ

岡
崎
ま
で
は
三
里
半
と
い
ふ
路
な
る
に
、
男
子
も
担
ふ
に
苦
し
む
ほ
ど
の
重
荷

に
な

を
負
ひ
つ
つ
、
日
々
に
通
ひ
、
又
薬
を
求
め
ん
と
て
、

屢

七
里
を
隔
て
た
る

し
ば
し
ば

池
鯉
鮒
に
往
来
す
る
を
咫
尺
の
間
の
如
く
に
思
ひ
な
し
、
勉
め
い
そ
し
み
、
父

し

せ
き

ご
と

母
の
衣
は
暑
寒
の
節
を
失
は
ざ
る
や
う
に
設
け
営
め
ど
も
、
未
だ
夜
具
を
具
ふ

る
こ
と
能
は
ざ
り
し
ゆ
え
、
寒
夜
に
は
草
を
聚
め
て
夜
具
に
代
へ
、
自
ら
膚
も

て
父
母
を
暖
め
、
夏
日
は
樹
葉
を
編
み
て
扇
と
し
、
夜
す
が
ら
蚊
を
駆
り
て
父
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母
を
安
眠
せ
し
め
た
り
。
領
主
聞
き
て
歳
ご
と
に
三
口
の
棒
米
を
賜
ひ
、
篤
孝

を
賞
せ
ら
れ
、
齢
の
稍
長
く
る
ま
で
独
身
に
て
あ
り
し
か
ば
、
同
保
の
も
の
勧

た

め
て
夫
を
迎
へ
し
め
け
り
。
ト
リ

君
恩
を
忘
却
せ
ず
、
領
主
の
逝
せ
ら
れ
し
時

に
、
米
薪
を
香
大
院
に
奉
り
、
旦
日
ご
と
に
詣
で
て
墓
前
に
拝
礼
す
る
こ
と
身

を
終
ふ
る
ま
で
闕
く
こ
と
な
し
。
後
ま
た
領
主
よ
り
ト
リ
が
父
の
典
売
せ
し
田

畠
山
林
を
購
ひ
還
し
て
、
永
く
租
賦
を
免
じ
、
ト
リ
が
孝
行
を
旌
表
せ
ら
れ
し

と
ぞ
。

①
も
と
「
石
部
」
に
作
る
が
「
古
部
」
に
改
め
た
。

（
３
）
キ
イ

播
磨
国
完
粟
郡
三
方
町
に
キ
イ
と
い
へ
る
女
子
あ
り
。
母
は
疾
く
亡
せ
、
父

と

う

も
病
み
て
躄
と
な
り
し
が
、
兄
弟
も
な
く
親
族
も
な
く
、
極
め
て
貧
し
け
れ
ば
、

い
ざ
り

朝
夕
の
煙
も
た
て
か
ぬ
る
許
り
な
る
に
、
キ
イ
は
種
々
に
辛
苦
し
て
父
の
養
ひ

ば
か

を
闕
く
こ
と
な
か
り
け
り
。
あ
る
日
近
隣
に
住
み
け
る
も
の
、
キ
イ
を
見
て
「
御

事
は
孝
行
な
る
の
み
な
ら
ず
、
才
智
も
人
に
勝
ぐ
れ
、
憂
き
業
に
も
辛
抱
し
た

す

ま
へ
り
。
若
し
男
に
見
へ
て
一
家
を
ま
か
な
ひ
な
ば
、
今
日
の
如
き
辛
苦
の
営

も

ま
み

を
せ
で
、
大
人
を
養
ふ
べ
く
、
大
人
も
安
心
し
た
ま
ふ
べ
き
に
、
な
ど
て
左
は

さ

し
た
ま
は
ぬ
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
一
身
を
委
ぬ
べ
き
も
の
と

瑞

り
ぬ
。

う
け
た
ま
は

既
に
身
を
夫
に
任
せ
な
が
ら
、
我
が
親
を
我
が
心
の
ま
ま
に
養
ひ
得
べ
き
も
の

あ
ら
ん
や
」
と
答
へ
け
る
を
、
聞
く
も
の
感
称
せ
ざ
る
は
な
か
り
し
と
ぞ
。
此

の
郡
を
治
め
け
る
池
田
某
と
い
ふ
も
の
、
そ
の
孝
を
聴
き
て
深
く
憐
み
を
垂
れ
、

年
ご
と
に
若
干
の
米
を
与
へ
け
れ
ば
、
後
に
は
安
心
し
て
父
を
養
ひ
終
り
け
る

と
な
む
。

（
４
）
マ
ス

備
中
国
山
路
村
の
農
民
犬
飼
源
六
が
伯
母
マ
ス
と
い
ふ
も
の
、
幼
き
と
き
よ

り
心
た
だ
し
く
、
父
母
お
よ
び
弟
と
も
病
み
臥
し
て
一
戸
の
活
計
た
ち
が
た
か

り
し
が
、
マ
ス

縫
裁
の
業
に
長
じ
た
り
し
か
ば
、
昼
夜
と
な
く
近
村
を
奔
走
し
、

賃
銭
を
得
て
朝
夕
の
烟
を
た
て
、
薬
餌
を
買
ひ
専
ら
孝
養
を
尽
く
し
け
り
。
マ

ス

性
質
貞
一
に
し
て
習
字
絲
竹
の
道
に
も
勝
れ
た
れ
ば
、
こ
こ
か
し
こ
よ
り
娶

す
ぐ

め
と

ら
ん
と
請
ふ
も
の
多
し
と
い
へ
ど
も
、
さ
ら
に
う
け
が
は
ず
、
「
妾
も
し
他
家
に

適
が
ば
、
病
牀
な
る
父
母
と
弟
と
を
い
か
に
せ
む
」
と
い
ひ
て
、
十
九
二
十
の

と
つ盛

年
を
空
し
く
過
ご
し
、
一
日
だ
に
貌
つ
く
り
せ
し
こ
と
も
な
く
、
四
十
七
歳

に
及
び
し
と
き
、
父
身
ま
か
り
、
弟
に
家
を
継
が
せ
妻
を
迎
へ
し
め
し
に
、
男

子
を
生
み
け
れ
ば
、
少
し
く
安
心
す
る
や
う
に
な
り
ぬ
る
に
、
ほ
ど
な
く
弟
の

妻
も
な
く
な
り
、
更
に
一
人
に
て
病
母
病
弟
を
看
護
し
、
旁
ら
幼
児
を
養
育
し

た
り
け
り
。
こ
れ
よ
り
い
と
ど
艱
難
を
極
め
た
れ
ど
も
、
さ
ら
に
志
を
撓
ま
せ

た
わ

ず
、
早
晨
に
起
き
夜
半
に
寝
子
て
、
力
を
尽
く
し
嫁
ぎ
し
ま
ま
に
、
い
つ
の
ほ

ど
に
か
家
産
を
興
し
、
一
二
反
の
田
畠
を
も
買
ひ
得
る
に
至
り
し
が
、
既
に
六

十
に
余
れ
る
嫗
と
な
り
て
、
八
十
余
の
老
母
を
扶
持
し
、
病
弟
幼
児
を
愛
育
し

て
数
十
年
の
星
霜
を
経
る
に
、
少
し
も
怠
る
こ
と
な
く
、
暇
ご
と
に
縫
織
・
習

字
・
絲
竹
の
業
を
近
付
の
少
女
に
教
へ
つ
つ
、
身
を
休
め
心
を
た
の
し
ま
し
む

る
ひ
ま
と
て
は
更
に
あ
ら
ざ
る
を
、
県
庁
に
も
い
た
く
感
賞
せ
ら
れ
た
り
。
後

に
小
学
校
女
子
の
助
教
と
な
れ
り
と
ぞ
。

（
５
）
ク
ニ

長
門
国
阿
武
郡
萩
の
南
庁
河
町
に
明
石
弥
十
郎
と
い
ふ
者
あ
り
。
妻
を
モ
ト

と
い
ふ
。
二
女
子
あ
り
。
姉
を
ク
ニ
と
い
ひ
、
妹
を
リ
ン
と
い
ふ
。
リ
ン
が
生
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ま
れ
し
と
き
よ
り
、
母
モ
ト
腰
痛
を
患
へ
、
七
年
ば
か
り
が
ほ
ど
病
牀
に
在
り

て
、
終
に
躄
と
な
り
に
け
り
。
又
そ
の
病
に
罹
り
し
よ
り
、
乳
汁
い
で
ず
な
り

い
ざ
り

し
か
ば
、
ク
ニ
・
リ
ン
を
抱
き
あ
り
き
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
乳
を
貰
ひ
つ
つ
育

て
け
り
。
家
も
と
よ
り
貧
し
け
れ
ば
、
弥
十
郎
は
い
さ
さ
か
の
物
あ
き
な
ふ
て

朝
よ
り
出
で
暮
る
る
ま
で
帰
ら
ず
。
昼
の
間
は
ク
ニ
一
人
に
て
、
幼
き
も
の
な

が
ら
、
足
な
へ
た
る
母
の
側
を
離
れ
で
孝
養
を
尽
く
し
、
齢
十
六
七
に
な
り
し

か
ど
、
容
色
を
粧
は
ず
、
衣
服
を
貪
ら
ず
、
母
の
病
ひ
に
の
み
看
侍
し
た
り
け

よ
そ
お

り
。
其
の
家
も
と
よ
り
浄
土
宗
な
り
し
が
、
大
日
比
浦
な
る
西
念
寺
は
路
の
ほ

ど
八
里
許
も
あ
れ
ど
、
母
そ
の
寺
の
住
持
法
道
に
帰
依
し
て
詣
で
ま
ほ
し
き
由

ば
か
り

い
へ
り
し
か
ば
、
ク
ニ

介
抱
し
て
浜
崎
と
い
ふ
所
よ
り
舩
に
て
伴
ひ
行
け
り
。

是
は
弘
化
三
年
の
事
に
て
、
そ
の
年
よ
り
安
政
九
年
ま
で
十
一
年
の
間
、
一
年

も
缺
か
ず
詣
で
け
り
。
其
の
詣
づ
る
時
は
、
い
つ
も
大
日
比
に
近
き
瀬
戸
崎
浦

な
る
八
阪
神
社
の
祭
礼
の
頃
な
り
し
か
ば
、
父
の
弥
十
郎
を
も
勧
め
氏
子
の
祭

事
に
要
用
た
る
雑
物
を
持
ち
運
ば
せ
、
之
を
商
は
せ
て
西
念
寺
に
仏
事
の
行
は

る
る
間
は
父
を
も
止
め
置
き
、
病
母
を
背
お
ひ
て
瀬
戸
崎
浦
よ
り
大
日
比
ま
で

一
里
余
の
道
を
日
々
に
か
よ
へ
る
辛
労
は
言
は
ん
も
更
に
て
、
お
ほ
か
た
の
女

子
な
ら
ん
に
は
、
旁
観
を
も
耻
づ
か
し
が
る
な
ら
は
し
な
る
に
、
い
さ
さ
か
も

厭
は
ず
、
母
の
歓
心
を
得
る
を
以
て
己
が
喜
び
と
せ
り
。
然
る
に
父
の
弥
十
郎

は
安
政
五
年
に
身
ま
か
り
し
か
ば
、
其
の
後
は
ク
ニ
一
人
に
て
母
と
妹
を
養
ひ
、

苦
し
き
日
月
を
過
ご
し
け
る
に
、
翌
年
の
春
、
藩
主
そ
の
由
を
聞
か
れ
、
有
司

に
命
じ
て
米
一
俵
を
下
さ
れ
け
り
。
元
治
元
年
、
赤
間
関
に
攘
夷
の
挙
あ
り
し

と
き
、
た
と
ひ
女
な
が
ら
、
斯
る
と
き

徒

に
傍
観
し
て
過
ご
す
べ
き
に
あ
ら

か
か

い
た
づ
ら

じ
と
て
、
兵
糧
炊
柳
の
場
所
に
出
で
て
、
手
つ
だ
ひ
し
け
れ
ば
、
志
の
ほ
ど
神

妙
な
り
と
て
、
賞
詞
あ
り
。
終
に
慶
応
二
年
に
藩
主
よ
り
、
明
治
二
年
に
県
庁

よ
り
、
両
度
と
も
に
米
二
俵
・
金
二
円
を
給
は
り
て
、
そ
の
孝
を
旌
表
せ
ら
れ

け
り
。
同
じ
き
八
年
に
至
り
、
岩
国
の
西
福
寺
・
萩
の
明
円
寺
に
て
説
教
あ
り

し
に
、
ク
ニ
既
に
四
十
三
歳
に
て
身
に
所
労
あ
り
し
か
ど
も
、
開
講
の
日
よ
り

母
を
背
お
ひ
詣
で
て
、
日
々
聴
聞
せ
し
め
け
り
。
殊
勝
な
る
孝
婦
と
い
ひ
し
も

の
に
な
ん
。［
①
］

①
こ
こ
ま
で
が
ク
ニ
の
条
で
以
下
は
ソ
メ
の
条
と
な
る
が
、
改
行
は
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
も
次
の
ソ
メ
は
途
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
或
は
岡
本
が
元
と
な
る
テ
キ
ス
ト

か
ら
写
す
際
に
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
か
。
一
応
改
行
し
て
（

）
と
し
て
対
応
し
て

5-2

お
く
。

（

）
ソ
メ

5-2貧
し
く
な
り
し
に
、
ソ
メ
が
五
歳
に
な
り
し
と
き
、
火
災
に
罹
り
て
家
屋
什

器
み
な
焼
失
せ
り
。
こ
こ
に
於
て
小
屋
の
う
ち
に
竹
床
を
か
ま
へ
雨
露
を
凌
ぎ

た
り
し
が
、
七
八
歳
に
な
れ
る
頃
よ
り
母
眼
病
を
う
れ
へ
て
家
産
ま
す
ま
す
お

と
ろ
へ
け
れ
ば
、
ソ
メ
を
稚
き
心
に
も
斯
く
て
は
か
な
は
じ
と
伯
母
を
助
け
朝

か

夕
嫁
ぎ
け
れ
ど
も
、
年
歯
も
た
た
ぬ
女
の
身
な
れ
ば
、
い
か
に
と
も
す
べ
き
や

う
な
く
、
た
だ
纔
か
に
一
嚢
の
塩
を
担
ひ
て
近
郷
な
る
相
識
の
人
に
鬻
ぎ
、
米

わ
ず

ひ
さ

麦
の
類
に
代
へ
て
細
き
烟
を
た
て
に
け
り
。
然
る
に
伯
母
は
病
に
臥
し
て
死
し
、

母
は
眼
病
ま
す
ま
す
劇
し
く
な
り
て
愈
え
ざ
り
け
れ
ば
、
同
郡
な
る
福
島
に
良

毉
の
あ
る
を
き
き
、
母
を
伴
ひ
ゆ
き
て
治
を
請
は
ん
と
思
へ
ど
も
、
一
銭
の
蓄

へ
も
な
け
れ
ば
、
近
隣
の
人
に
は
か
り
て
之
を
借
り
て
、
終
に
と
も
な
ひ
行
き

け
り
。
是
は
ソ
メ
が
十
二
の
歳
な
り
。
大
か
た
の
童
子
な
ら
ん
に
は
、
た
と
ひ

そ
の
家
は
貧
し
く
て
も
、
貧
し
き
事
を
も
お
も
ひ
た
ど
ら
で
、
父
母
の
膝
下
に

遊
戯
し
つ
つ
、
「
か
れ
買
ふ
て
た
べ
、
こ
れ
ほ
し
」
と
あ
く
れ
、
親
に
む
つ
が
る
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が
な
ら
は
し
な
る
に
、
ソ
メ
は
五
つ
六
つ
の
こ
ろ
よ
り
、
さ
ら
に
さ
る
事
な
く

て
、
そ
の
近
隣
に
借
り
た
る
銭
を
も
塩
を
少
し
づ
つ
残
し
置
き
、
年
を
も
へ
ず

し
て
償
へ
り
。
い
つ
し
か
年
月
た
ち
て
、
祖
母
は
い
と
ど
老
耄
し
、
母
は
つ
ひ

に
明
を
失
ひ
し
か
ば
、
昼
は
介
抱
の
余
暇
に
み
づ
か
ら
薪
を
伐
り
て
塩
を
や
き
、

暁
ご
と
に
星
を
戴
き
て
家
を
出
て
、
焚
き
た
る
塩
を
鬻
ぎ
つ
つ
、
千
辛
万
苦
す

ひ
さ

と
い
へ
ど
も
、
い
さ
さ
か
も
倦
め
る
気
色
な
く
、
二
人
の
老
母
に
は
を
り
を
り

魚
数
を
も
求
め
て
す
す
め
け
り
。
十
四
五
に
な
り
て
姿
色
も
人
並
に
す
ぐ
れ
た

れ
ど
、
彼
が
純
孝
に
恥
ぢ
て
狎
れ
近
づ
く
男
子
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
夜
ふ
す
と

て
も
、
た
だ
一
の
蚊
帳
と
一
の
蒲
団
の
外
な
し
。
蚊
帳
は
破
れ
た
る
を
綴
り
合

せ
、
蒲
団
は
ち
ひ
さ
く
て
薄
く
、
両
母
の
寐
具
に
も
た
ら
ね
ば
、
お
の
れ
は
夏

冬
つ
づ
り
を
着
け
な
が
ら
側
ら
に
打
ち
ふ
し
、
嘗
て
一
日
も
心
を
安
く
暮
し
し

事
な
し
。
明
治
戊
辰
の
三
月
に
、
も
と
の
飫
肥
藩
知
事
、
郡
を
巡
り
て
、
ソ
メ

が
行
状
を
聞
き
、
感
歎
の
余
り
米
五
斗
を
賜
ひ
て
旌
表
せ
り
。
こ
れ
実
に
ソ
メ

が
十
六
歳
の
時
、
ソ
メ
を
い
た
く
か
し
こ
ま
り
歓
び
て
、
ま
す
ま
す
孝
養
を
尽

く
せ
し
に
、
其
年
の
五
月
に
祖
母
は
な
く
な
り
、
母
明
を
失
ひ
て
よ
り
、
数
年

に
な
れ
り
ほ
ど
に
、
ま
た
帯
下
を
憂
へ
、
飯
を
食
せ
ず
、
た
だ
酒
と
菓
子
と
の

み
を
た
し
な
み
け
れ
ば
、
常
に
求
め
て
、
こ
れ
を
供
し
、
夜
も
い
ね
や
ら
で
看

護
し
た
り
し
に
、
病
ひ
已
に
崩
漏
に
な
り
て
、
時
々
裳
裾
を
汚
し
、
そ
の
臭
穢

も

す

そ

ち
か
づ
き
が
た
き
を
も
、
さ
ら
に
厭
は
し
き
さ
ま
な
く
洗
ひ
き
よ
め
て
、
朝
な

ゆ
ふ
な
母
の
心
を
慰
め
、
誠
を
尽
く
し
け
る
に
、
同
月
の
中
頃
よ
り
病
ひ
い
と

重
く
な
り
て
、
百
方
致
し
方
な
く
［
①
］

終
に
み
ま
か
れ
り
。
ソ
メ

死
屍
の
か

た
は
ら
に
打
ち
ふ
し
、
慟
哭
し
て
転
倒
為
さ
ん
す
べ
を
し
ら
ず
。
見
る
も
の
み

な
袖
を
し
ぼ
ら
ざ
る
は
な
し
。
一
月
の
間
に
二
母
を
亡
ひ
し
に
、
貧
し
き
身
な

れ
ば
、
い
か
で
か
は
喪
祭
の
儀
を
な
し
う
べ
き
十
方
に
く
れ
て
い
た
り
し
を
、

と

ほ

う

親
族
近
隣
の
者

か
た
ら
ひ
て
、
か
く
の
如
く
に
営
ま
せ
け
り
。
そ
の
後
、
あ
る

人

ソ
メ
が
お
と
な
も
及
ば
ぬ
行
状
を
聞
き
と
ぶ
ら
ひ
ゆ
き
て
、
汝
を
さ
な
く
て

父
を
喪
ひ
、
祖
母
と
母
と
に
仕
へ
て
十
余
年
を
終
へ
、
今
日
に
至
れ
り
と
聞
け

り
。
そ
の
間

何
事
か
困
苦
の
最
を
も
い
み
じ
か
り
し
事
ぞ
か
た
り
き
が
、
せ
よ

と
い
へ
ば
、
そ
の
涙
を
は
ら
ひ
て
「
妾
は
貧
し
き
家
に
生
ま
れ
た
れ
ば
、
困
苦

は
も
と
よ
り
分
と
す
る
所
に
て
、
三
日
く
ら
は
ざ
る
も
一
銭
な
き
難
渋
と
思
は

ず
。
厳
暑
に
日
を
掩
ふ
こ
と
能
は
ず
、
寒
天
に
衣
き
る
こ
と
能
は
ず
と
い
へ
ど

も
、
ま
た
困
苦
せ
ず
。
一
つ
の
困
苦
に
堪
へ
ざ
る
も
の
侍
べ
り
。
母
の
世
に
在

り
し
と
き
、
常
に
妾
に
語
り
て
火
災
に
罹
り
し
よ
り
、
「
此
屋
に
お
き
ふ
し
す
る

が
い
と
わ
び
し
け
れ
ば
、
早
く
新
宅
を
営
み
て
移
り
住
ま
ば
や
」
と
い
は
れ
し

か
ど
、
素
よ
り
朝
夕
の
烟
だ
に
た
て
か
ぬ
る
身
に
侍
れ
ば
、
母
を
し
て
そ
の
願

ひ
を
遂
げ
し
め
ず
、
終
に
死
せ
し
め
き
今
、
こ
れ
を
思
ひ
出
で
侍
れ
ば
、
食
も

甘
か
ら
ず
、
居
も
安
か
ら
ず
。
こ
れ
妻
が
一
生
の
困
苦
な
り
」
と
答
へ
し
に
、

あ
る
人
そ
の
志
を
憐
み
て
米
一
俵
を
贈
れ
る
を
、
ソ
メ
固
く
辞
し
て
う
け
ず
。

あ
る
人
強
ひ
て
「
是
は
些
少
な
れ
ど
汝
が
孝
行
を
感
ず
る
余
り
に
何
を
が
な
と

思
へ
る
情
を
表
し
た
る
の
み
。
願
は
く
は
母
の
霊
前
に
供
せ
よ
」
と
い
へ
り
し

か
ば
、
ソ
メ
涙
を
流
し
て
受
け
た
り
。
其
年
二
十
に
て
容
儀
も
卑
し
か
ら
ず
、

言
語
も
ひ
な
び
た
ら
ず
。
里
人
み
な
敬
憚
せ
り
と
ぞ
。

①
も
と
「
致
し
な
く
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
致
し
方
な
く
」
に
改
め
た
。

（
６
）
タ
ツ

タ
ツ
は
土
佐
国
吾
川
郡
伊
野
町
の
民
中
田
幾
三
郎
が
女
な
り
。
過
ぎ
に
し
歳

よ
り
父
幾
三
郎
癥
瘕
［
①
］

を
病
み
、
母
も
同
じ
く
痰
に
苦
し
み
て
、
久
し
く
病

ち
ょ
う
か

状
に
う
ち
臥
し
た
り
し
が
、
タ
ツ
歳
僅
に
十
二
歳
に
て
両
親
の
病
を
看
護
し
、
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六
歳
の
弟
を
も
養
育
し
、
且
つ
幾
三
郎
病
欝
の
余
り

恣

に
食
物
を
好
み
、
い

ほ
し
い
ま
ま

た
く
怒
り
て
罵
り
け
る
を
、
幼
少
の
身
な
が
ら
堪
へ
忍
び
て
、
其
意
に
応
じ
て

遠
方
ま
で
も
求
め
、
自
身
に
は
食
事
を
断
ち
て
「
父
母
の
病
を
平
愈
せ
し
め
賜

へ
」
と
神
に
祈
誓
す
る
な
ど
、
凡
児
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
同
村
の
者
ど
も
感

賞
せ
ざ
る
は
な
か
り
け
り
。
然
る
に
某
年
の
冬
に
至
り
、
幾
三
郎
故
あ
り
て
徒

場
に
入
り
し
か
ば
、
母
聞
き
て
い
た
く
悲
み
、
病
も
い
と
ど
お
も
り
ゆ
き
け
る

を
、
益
々
厚
く
介
抱
し
、
弟
に
癇
症
に
て
泣
き
叫
び
な
ど
す
る
を
も
、
か
れ
こ

れ
と
賺
し
、
日
を
暮
ら
し
居
た
り
し
が
、
僅
に
十
六
歳
に
て
活
計
の
て
だ
て
な

す
か

か
り
け
れ
ば
、
自
ら
県
庁
に
抵
り
難
願
し
て
「
妾
い
ま
だ
稚
き
女
の
身
ひ
と
つ

い
た

に
て
、
母
と
弟
と
を
養
ふ
こ
と
能
は
じ
。
何
卒
己
が
身
も
父
の
罪
に
代
ら
し
め
、

な
に
と
ぞ

父
を
家
に
還
し
た
ま
は
ば
、
父
の
力
に
て
母
弟
と
も
に
飢
を
免
る
べ
し
。
か
か

ら
ば
親
子
三
人
露
命
を
繋
ぎ
得
べ
き
な
り
」
と
申
し
出
で
た
り
し
か
ど
、
事
行

は
れ
ざ
り
し
か
ば
、
再
び
上
書
し
て
願
ひ
け
る
に
、
タ
ツ
が
哀
訴
に
感
じ
け
ん
。

父
も
罪
を
免
さ
れ
、
タ
ツ
は
世
に
稀
な
る
幼
児
な
り
と
て
金
千
匹
賞
給
せ
ら
れ

た
り
。

①
腹
中
の
し
こ
り
。

（
７
）
甚
介

甚
介
は
備
中
国
浅
口
郡
柴
木
村
の
農
夫
な
り
。
母
に
事
へ
て
孝
養
を
尽
し
け

つ
か

れ
ば
、
兄
あ
れ
ど
も
、
母
は
共
に
居
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
恒
に
甚
介
が
舎
に
居

た
り
け
り
。
甚
介

母
に
事
へ
て
孝
養
を
極
め
、
朝
夕
飲
食
す
る
ご
と
に
母
食
せ

つ
か

ざ
れ
ば
己
食
せ
ず
、
母
食
し
て
後
に
欣
然
と
し
て
匕
箸
を
下
し
、
母
の
坐
せ
ん

さ
じ
は
し

と
す
る
と
き
は
、
直
に
席
を
展
べ
、
冬
は
温
に
し
夏
は
清
く
し
、
母
寝
て
熟
眠

た
だ
ち

せ
ざ
れ
ば
己
も
眠
ら
ず
、
痛
癢
［
①
］

あ
れ
ば
抑
掻
し
、
平
旦
に
は
茶
を
煮
て
母

の
起
く
る
を
待
て
り
。
舎
内
に
布
く
も
の
み
な
藁
席
な
る
も
、
一
の
藺
席
［
②
］

り
ん
せ
き

あ
り
て
、
母
を
し
て
常
に
其
上
に
坐
せ
し
め
、
そ
の
前
に
在
り
て
、
母
の
使
令

す
る
ま
ま
に
し
、
事
あ
り
て
■
に
往
き
、
市
に
入
る
と
き
は
魚
菓
を
買
ひ
来
り

て
進
め
け
り
。
母
年
八
十
に
し
て
顔
容
衰
へ
ず
。
人
そ
の
故
を
問
ふ
に
、
「
甚
介

が
我
を
養
ひ
て
我
が
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
な
き
は
、
衰
朽
せ
ざ
る
所
以
な
り
」

と
答
へ
た
り
。
初
め
父
死
せ
し
と
き
、
田
園
を
甚
介
の
兄
弟
に
分
ち
た
り
し
が
、

兄
の
産
を
破
ら
ん
と
せ
し
と
き
、
詞
を
設
け
て
甚
介
に
い
ひ
け
る
は
、
「
吾
が
田

は
瘠
薄
に
し
て
、
汝
が
田
は
肥
饒
な
る
ゆ
え
、
我
は
常
に
貧
困
を
致
せ
り
。
且し

ば

ら
く
田
を
易
へ
て
耕
さ
れ
よ
」
と
い
ふ
。
甚
介
謹
み
て
諾
し
た
り
し
が
、
収
穫

の
時
に
至
れ
ば
、
甚
介
が
粟
は
兄
よ
り
も
多
し
。
兄
嘗
て
租
を
欠
き
て
吏
の
た

め
に
囚
へ
ら
れ
、
銭
穀
を
借
ら
ん
と
す
る
に
、
人
の
貸
す
も
の
な
し
。
甚
介
こ

れ
を
大
に
憂
へ
、
先
づ
己
が
蓄
ひ
出
し
て
償
ひ
足
ら
ざ
る
所
を
人
に
借
ら
ん
と

乞
ふ
に
、
人
み
な
喜
び
て
其
求
め
に
応
じ
、
兄
遂
に
刑
を
免
れ
た
り
。
承
応
中
、

国
主
召
し
て
之
を
賞
し
、
其
有
す
る
田
圃
の
租
税
を
子
孫
に
至
る
ま
で
之
を
免

じ
け
り
。
あ
る
人

甚
介
を
見
て
「
汝
が
孝
悌
な
る
こ
と
は
何
し
て
然
る
や
」
と

問
ひ
し
に
、
「
我
は
孝
悌
を
知
ら
ず
。
母
が
食
を
甘
ぜ
ざ
れ
ば
［
③
］

食
す
る
こ

と
能
は
ず
、
寝
ね
ざ
れ
ば
我
も
眠
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
」
と
答
へ
た
り
。
又

「
汝
が
兄
は
な
ど
て
よ
か
ら
ざ
る
や
」
と
問
へ
ば
、
「
善
か
ざ
る
に
は
あ
ら
じ
。

多
病
に
し
て
事
に
懈
る
ゆ
え
、
郷
人
の
た
め
好
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
」
と
答
へ
た

り
と
な
む
。

①
も
と
「
痛
養
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
癢
」
に
改
め
た
。「
癢
」
は
か
ゆ
み
、「
痒
」

に
同
じ
。

②
い
草
で
作
っ
た
敷
物
。

③
も
と
「
甘
ぜ
れ
ば
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
甘
ぜ
ざ
れ
ば
」
に
改
め
た
。
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（
８
）
文
五
郎

文
五
郎
は
阿
波
国
板
野
郡
中
村
の
民
な
り
。
其
の
父
さ
い
つ
と
し
［
①
］

よ
り

足
痛
を
煩
ひ
た
り
し
が
、
終
に

蹇

と
な
れ
り
。
そ
の
間
久
し
き
ほ
ど
な
り
し

つ
ひ

あ
し
な
え

が
、
医
薬
そ
の
外
の
費
え
多
く
、
僅
に
も
ち
た
る
田
畠
も
み
な
売
払
ひ
、
も
っ

わ
ず
か

ぱ
ら
父
の
病
を
救
は
ん
と
孝
養
を
厚
く
し
た
ま
く
、
近
隣
よ
り
招
か
る
る
と
き

は
父
を
背
負
ひ
往
き
て
歓
を
尽
く
さ
せ
、
又

操

芝
居
を
始
め
、
祭
礼
な
ど
の
賑

あ
や
つ
り

に
ぎ

は
し
き
事
あ
る
と
き
も
、
負
ひ
行
き
て
相
知
れ
る
人
に
父
を
托
し
置
き
、
自
身

は
帰
り
て
其
間
に
農
業
を
励
み
程
を
は
か
り
て
迎
へ
き
ぬ
。
夜
は
父
の
眠
に
就

く
ま
で
何
く
れ
と
雑
話
し
て
父
の
心
を
慰
め
、
薄
田
に
て
収
穫
も
薄
き
ま
ま
に

暇
あ
れ
ば
、
朝
は
未
明
よ
り
夕
は
深
更
ま
で
籠
を
編
む
を
余
業
と
し
て
は
た
ら

き
、
租
税
を
始
め
徭
銭
に
至
る
ま
で
、
期
限
に
後
る
る
こ
と
な
く
、
常
に
弟
と

妹
と
に
慈
愛
を
加
へ
け
れ
ば
、
弟
妹
も
兄
に
見
な
ら
ひ
て
家
内
む
つ
ま
じ
く
、

又
一
邑
の
中
に
交
誼
を
厚
く
し
け
れ
ば
、
郷
人
み
な
そ
の
行
状
を
称
誉
し
た
り

け
る
と
ぞ
。

①
「
先
（
さ
い
）
つ
年
」
。
先
年
の
意
。

（
９
）
藤
岡
久
四
郎

因
幡
国
邑
美
郡
に
藤
岡
久
四
郎
と
い
へ
る
貧
民
あ
り
。
眼
疾
を
患
へ
て
明
を

喪
ひ
、
職
業
を
営
む
こ
と
能
は
ず
。
困
窮
せ
る
こ
と
日
に
甚
だ
し
。
其
の
妻
は

之
を
厭
ひ
三
人
の
児
あ
る
を
捨
て
去
り
し
か
ば
、
久
四
郎
は
魚
の
水
に
離
れ
た

る
が
如
く
、
坐
し
て
死
す
る
を
待
つ
の
外
な
か
り
け
り
。
然
る
に
長
子
嘉
一
郎

は
年
十
六
七
歳
に
満
た
ざ
れ
ど
も
、
天
性
至
孝
に
し
て
、
独
り
近
邑
を
奔
走
し
、

些
少
の
銭
を
得
て
糠
を
買
ひ
、
之
を
問
屋
に
売
り
、
其
の
利
銭
も
て
父
と
弟
妹

と
を
養
ひ
月
日
を
送
り
た
り
し
が
、
十
一
歳
に
至
り
孝
心
益
々
厚
く
如
何
に
も

し
て
病
父
を
安
楽
な
ら
し
め
ん
と
て
、
ひ
ね
も
す
商
業
に
勉
励
し
、
遊
戯
に
日

を
消
せ
し
こ
と
な
し
。
其
妹
カ
ウ
は
年
漸
く
十
歳
な
り
し
が
、
兄
の
勉
励
な
る

に
感
じ
、
あ
る
家
の
子
守
と
な
り
棒
銀
を
得
て
兄
に
贈
り
、
弟
秀
蔵
は
九
才
な

り
し
が
、
是
も
兄
の
善
行
に
化
せ
ら
れ
、
憤
発
し
て
商
業
を
助
け
た
り
。
父
久

四
郎
は
三
児
の
幼
稚
に
し
て
親
の
為
に
苦
辛
を
厭
は
ず
、
相
互
に
友
愛
の
情
を

厚
う
す
る
を
悦
び
て
、
盲
目
た
る
患
へ
を
忘
れ
、
草
鞋
を
造
り
、
三
児
の
労
を

分
ち
た
り
し
が
、
常
に
三
児
の
温
和
な
る
言
語
を
聞
き
て
愉
楽
な
る
顔
色
を
見

る
こ
と
能
は
ざ
る
を
悲
め
り
。
斯
く
父
は
子
を
愛
し
、
子
は
父
を
愛
す
る
を
も

て
貧
困
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
家
庭
の
中
つ
ね
に
福
祥
を
顕
は
さ
ざ
る
こ
と
な
か

り
し
と
ぞ
。
僻
邑
の
小
児
な
れ
ば
、
固
よ
り
孝
弟
の
貴
ぶ
べ
き
を
知
ら
ざ
る
も

の
な
ら
ん
に
、
其
の
行
は
都
会
な
る
童
子
が

徒

に
文
学
を
知
り
て
父
兄
を
侮

い
た
づ
ら

る
が
如
き
も
の
の
鑑
戒
と
す
る
に
足
る
も
の
あ
り
。
何
如
ぞ
や
。

（

）
亀
松

10亀
松
は
父
を
総
右
衛
門
と
い
ふ
。
信
濃
国
佐
久
郡
内
山
村
の
農
民
な
り
。
内

山
村
は
上
野
と
信
濃
と
の
間
な
る
破
風
山
の
麓
に
在
り
て
猛
獣
お
ほ
く
田
畝
を

損
害
す
る
こ
と
甚
だ
し
け
れ
ば
、
村
民
ど
も
処
々
に
番
小
屋
を
設
け
て
之
を
守

れ
り
。
総
右
衛
門
が
父
子
も
膵
と
い
へ
る
処
々
小
屋
を
構
へ
て
居
り
し
が
、
天

明
八
年
九
月
廿
五
日
の
晩
景
に
、
亀
松
が
外
に
出
で
て
草
を
刈
り
総
右
衛
門
ひ

と
り
小
屋
に
て
火
を
焚
き
臥
し
居
た
り
し
折
り
し
も
、
狼
来
り
其
の
足
に
噛
み

つ
き
た
り
。
総
右
衛
門
大
に
驚
き
、
之
を
振
り
離
せ
し
に
、
今
度
は
唇
よ
り
腮あ

ご

に
噛
み
付
き
け
れ
ば
、
総
右
衛
門
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
狼
の
耳
を
掴
み
て

つ
か

大
に
叫
び
た
り
し
か
ば
、
亀
松
そ
の
声
に
驚
き
て
走
り
来
り
、
直
に
鎌
を
振
ひ

た
だ
ち
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て
狼
の
口
に
衝
き
入
れ
し
に
、
鎌
の
柄
折
れ
た
り
。
因
り
て
又
父
の
鎌
を
取
り
、

狼
の
口
に
つ
き
入
れ
て
倒
し
得
た
り
し
が
、
狼
な
ほ
怒
り
て
振
ひ
起
き
ん
と
せ

し
に
、
あ
り
あ
ふ
石
を
拾
ひ
て
狼
の
口
な
る
鎌
の
柄
を
力
を
極
め
て
打
ち
込
み

け
れ
ば
、
牙
二
つ
三
つ
折
れ
ぬ
。
又
そ
の
力
の
あ
ら
ん
限
り
大
指
も
て
両
眼
を
抉え

ぐ

り
出
し
て
、
つ
い
に
之
を
殺
し
父
が
重
傷
を
被
れ
る
を
助
け
て
家
に
帰
り
、
種

々
に
治
療
を
加
へ
け
る
に
数
十
日
を
経
て
、
遂
に
平
愈
し
た
り
け
り
。
亀
松
時

に
十
一
歳
な
り
し
が
、
父
の
危
急
を
見
て
身
命
を
顧
み
ず
、
猛
獣
と
格
闘
し
て

之
を
斃
せ
し
は
［
①
］
、
其
の
親
を
愛
す
る
の
至
誠
に
出
で
た
る
も
の
に
て
感
ず

た
お

る
に
余
り
あ
り
。

①
も
と
「
斃
せ
は
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
斃
せ
し
は
」
に
改
め
た
。

（

）
薛
包
（
中
国
）

11昔
支
那
に
薛
包
と
い
へ
る
人
あ
り
。
其
の
父

後
妻
を
娶
り
包
を
憎
み
て
逐
ひ

出
し
た
り
し
が
、
包
は
月
夜
と
な
く
号
泣
し
て
去
る
こ
と
能
は
ず
。
杖
に
て
殴う

た
る
る
に
至
り
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
廬
を
舎
外
に
結
び
旦
日
ご
と
に
入
り
て

水
を
灑
ぎ
掃
除
な
ど
せ
し
が
、
父
怒
り
て
又
逐
は
る
る
に
よ
り
里
門
の
外
に
廬

し
朝
夕
の
定
省
を
廃
せ
ざ
る
こ
と
歳
余
に
及
び
け
れ
ば
、
父
母
も
心
に
慚
ぢ
て

之
を
還
し
た
り
。
其
の
後
に
父
母
共
に
身
ま
か
り
し
か
ば
、
喪
服
を
着
け
て
哀

に
過
ぐ
る
計
り
な
り
し
が
、
幾
く
ば
く
な
ら
ず
し
て
諸
弟
ど
も
家
財
を
分
ち
て

い

居
処
を
異
に
せ
ま
く
欲
し
、
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
家
財
を
中
分
せ
し
に
奴
婢

は
老
い
て
使
役
に
供
し
難
き
も
の
を
取
り
て
「
我
と
事
を
共
に
す
る
こ
と
久
し
。

汝
は
使
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
」
と
い
ひ
、
田
廬
は
荒
廃
せ
る
も
の
を
取
り
て
、

「
吾
が
少
時
に
埋
め
し
所
に
し
て
、
心
恋
へ
る
所
な
り
」
と
い
ひ
、
器
物
は
朽

敗
せ
る
も
の
を
取
り
て
、
「
我
が
素
よ
り
服
食
す
る
所
に
し
て
身
口
の
安
ん
ず
る

所
な
り
」
と
い
ひ
、
弟
子
ど
も
数
々
そ
の
産
を
破
る
に
従
ひ
て
幾
度
と
な
く
賑

救
し
た
り
け
る
と
ぞ
。

（

）
儀
助

12河
内
国
に
儀
助
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
父
な
く
な
り
て
後
に
、
兄
を
助
け
て
父

の
業
を
守
り
、
居
る
こ
と
五
年
な
り
し
が
、
兄

声
色
に
耽
り
て
家
産
の
過
半
を

失
へ
り
。
儀
助

憂
へ
て
諫
む
る
こ
と
再
三
な
り
し
か
ど
も
聴
か
れ
ず
。
遂
に
家

産
を
分
つ
こ
と
を
請
ひ
、
一
半
を
得
て
別
居
し
ぬ
る
も
の
な
く
、
負
債
も
千
金

の
多
き
に
至
り
け
り
。
是
に
於
て
儀
助

兄
と

嫂

を
己
が
家
に
迎
へ
、
「
前
に

あ
に
よ
め

産
を
分
ち
た
る
は
某
が
本
意
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
阿
兄
が
用
度
の
節
な
ら
ざ
る
よ

り
、
家
産
日
々
耗
散
し
て
共
に
貧
困
に
陥
ら
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
。

某
そ
れ
が
し

幸
に
一
半
を
保
存
し
け
れ
ば
、
共
に
朝
夕
を
送
る
に
足
り
ぬ
。
願
く
は
今
よ
り

過
を
改
め
再
び
家
政
を
管
せ
ら
る
べ
し
」
と
て
、
三
年
間
倹
約
し
て
貯
蓄
し
た

る
金
も
て
負
債
を
償
還
し
、
再
び
産
を
同
じ
う
し
て
其
業
を
営
め
り
と
ぞ
。
儀

助
の
兄
に
於
け
る
友
愛
道
を
尽
く
せ
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

（

）
八
助

13宝
暦
中
に
駿
河
に
八
助
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
石
垣
甚
兵
衛
と
い
ふ
も
の
の
家

に
仕
へ
た
り
し
が
、
甚
兵
衛
の
貧
困
を
救
ひ
、
之
を
養
育
す
る
こ
と
三
十
余
年

に
及
び
、
官
よ
り
厚
く
賞
せ
ら
れ
た
り
。
八
助
に
三
人
の
兄
あ
り
し
が
、
善
く

之
を
敬
ひ
親
し
み
て
常
に
父
母
の
身
ま
か
り
し
よ
り
は
、
兄
ほ
ど
頼
も
し
き
も

の
は
あ
ら
ず
と
い
へ
り
。
固
よ
り
主
人
を
養
育
す
る
の
外
に
余
財
と
て
は
あ
ら

ざ
り
し
か
ど
、
其
の
身
の
捧
養
に
殺
ぎ
て
盆
暮
れ
ご
と
に
金
を
兄
に
贈
る
こ
と

そ

十
余
年
を
経
て
変
ぜ
ざ
り
し
と
な
む
。
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（

）
卓
栄

14僧
卓
栄
は
豊
後
国
杵
築
浄
国
寺
の
弟
子
な
り
。
其
の
師
卓
誉
と
い
ふ
も
の
、

き

つ
き

事
を
争
ひ
て
長
昌
寺
と
相
訟
へ
江
都
に
召
さ
れ
た
り
し
が
、
卓
誉
の
理
立
た
ず

し
て
八
丈
島
に
流
さ
れ
ぬ
。
卓
栄
す
な
は
ち
法
廷
に
詣
り
号
泣
し
て
恩
赦
を
得

い
た

ん
と
請
ふ
。
吏
怒
り
叱
し
て
之
を
逐
ふ
に
、
明
日
又
往
き
て
請
ふ
。
叱
せ
ら
る

る
こ
と
昨
の
如
く
な
れ
ど
も
、
更
に
屈
せ
ず
。
日
々
に
往
き
て
請
へ
り
。
斯
く

す
る
こ
と
十
六
年
経
て
風
雨
寒
暑
と
い
へ
ど
も
、
未
だ
嘗
て
一
日
も
欠
か
ざ
り

し
が
、
其
事
つ
ひ
に
将
軍
の
耳
に
達
し
け
れ
ば
、
将
軍
感
歎
し
、
特
に
卓
誉
を

赦
し
て
本
国
に
帰
ら
し
め
、
卓
栄
に
命
じ
て
古
河
十
念
寺
の
住
持
た
ら
し
め
、

高
義
を
賞
し
た
り
と
ぞ
。

（

）
張
子
房
（
中
国
）

15支
那
前
漢
の
代
に
張
子
房
と
い
へ
る
人
あ
り
。
一
日
下
邳
と
い
へ
る
処
に
遊

び
し
と
き
、
褐
を
衣
け
る
老
人
あ
り
し
出
逢
ひ
た
り
し
が
、
老
人
わ
ざ
と
二
を

く
つ

橋
下
に
堕
と
し
、
子
房
に
向
ひ
「
汝
下
り
二
を
取
れ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
子
房

く
つ

は
心
に
失
礼
な
り
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
老
人
の
事
な
れ
ば
色
に
も
見
せ
ず
直
に

た
だ
ち

下
り
跪
き
て
之
を
呈
せ
り
。
其
の
後
に
子
房
は
此
老
人
よ
り
太
公
望
の
兵
法
を

受
け
て
、
天
子
の
師
と
な
り
、
漢
の
初
に
三
傑
と
称
せ
ら
れ
し
人
の
第
一
人
と

な
れ
り
。

（

）
六
松

16六
松
は
周
防
国
椄
郡
珂
差
川
村
の
農
民
三
右
衛
門
の
奴
な
り
。
母
を
キ
ミ
と

い
ふ
。
キ
ミ
幼
き
時
に
父
母
を
喪
ひ
て
よ
る
べ
な
か
り
し
を
、
三
右
衛
門

憐
み

養
ひ
て
下
婢
と
せ
り
。
後
に
六
松
を
生
み
た
り
し
か
ど
も
、
父
は
誰
と
も
し
ら

れ
ず
。
母
と
共
に
三
右
衛
門
が
家
に
居
て
家
事
を
管
せ
り
。
三
右
衛
門
に
事
へ

て
昼
夜
と
な
く
怠
ら
ず
。
い
か
ば
か
り
の
労
役
を
も
厭
ふ
こ
と
な
し
。
母
な
く

な
り
て
後
、
ひ
た
す
ら
三
右
衛
門
に
依
り
た
り
し
が
、
三
右
衛
門
が
家
計
衰
へ

て
夫
婦
に
二
男
一
女
あ
り
、
朝
夕
の
食
も
飽
く
ほ
ど
な
り
し
か
ば
、
六
松
い
た

く
患
へ
て
、
他
人
の
奴
と
な
り
、
其
家
よ
り
受
く
る
所
の
米
数
俵
を
三
右
衛
門

に
贈
り
け
れ
ば
、
三
右
衛
門
も
一
家
五
口
の
凍
餒
を
免
る
る
こ
と
を
得
た
り
し

か
ど
、
猶
も
窮
困
に
迫
り
て
村
内
に
も
住
み
難
く
、
終
に
妻
子
と
六
松
と
を
率

い
て
萩
に
到
り
、
傭
夫
と
な
り
賃
銭
を
得
て
、
妻
子
を
養
ひ
け
り
。
六
松
が
母

は
平
尾
と
い
へ
る
所
の
も
の
に
て
、
其
の
邑
主
を
毛
利
伊
賀
と
い
ふ
。
六
松
更

に
す
な
は
ち
伊
賀
が
萩
な
る
邸
に
入
り
て
厠
養
の
奴
と
な
り
、
月
俸
の
半
を
三

右
衛
門
に
贈
り
、
自
身
は
飢
を
凌
ぐ
の
み
。
身
に
襤
縷
を
纏
ひ
て
乞
者
に
斉
し

き
体
な
る
を
、
愧
づ
る
色
な
く
、
暇
だ
に
あ
れ
ば
三
右
衛
門
を
訪
ひ
て
薪
水
の

労
を
助
け
、
さ
ば
か
り
に
流
浪
し
な
が
ら
、
主
僕
の
礼
を
失
は
ず
、
誠
を
尽
し

て
事
へ
け
る
に
、
三
右
衛
門
も
昼
夜
稼
ぎ
働
き
け
れ
ば
、
い
つ
し
か
贏
余
の
金

も
出
来
て
、
郷
人
の
負
債
を
償
ひ
、
質
入
れ
せ
し
田
畠
を
も
償
ひ
還
し
け
れ
ば
、

六
松
と
か
た
ら
ひ
て
差
川
に
帰
り
け
り
。
人
ど
も

六
松
が
義
に
感
じ
、
中
に
養

ひ
て
子
と
せ
ま
ほ
し
と
て
三
右
衛
門
に
請
ふ
も
の
あ
り
。
三
右
衛
門
も
田
畠
を

六
松
に
与
へ
て
別
家
せ
し
め
ん
と
し
か
ど
も
、
力
お
よ
ば
ず
己
が
猶
子
に
も
し

て
［
①
］

と
し
て
田
産
あ
る
家
を
継
が
し
め
ん
と
せ
し
に
、
六
松
う
け
が
は
ず
、

「
今
我
が
出
で
た
ら
ん
に
は
誰
あ
り
て
主
家
を
再
興
す
る
を
ま
て
ん
や
。
も
し

主
家
の
保
護
を
終
へ
ず
し
て
家
絶
え
る
に
も
至
ら
ん
に
は
、
縦
ひ
我
が
子
孫
は

た
と

栄
へ
た
り
と
て
、
何
の
面
目
あ
り
て
か
主
家
の
先
祖
に
泉
下
に
見
る
こ
と
を
得

ん
。
我
は
誓
ひ
て
身
を
終
ふ
る
ま
で
主
人
と
力
を
戮
せ
、
此
の
家
を
し
て
旧
業
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に
復
さ
し
め
ん
。
主
家
だ
に
全
か
ら
ん
に
は
、
我
は
老
衰
し
た
り
と
て
依
る
べ

な
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
室
家
妻
孥
は
願
ふ
所
に
あ
ら
じ
」
と
て
、
更
に
心
を

動
か
さ
ざ
り
し
が
、
其
事
終
に
藩
庁
に
聞
こ
え
け
れ
ば
、
享
和
元
年
二
月
よ
り

月
俸
を
賜
ひ
、
其
身
を
優
に
し
、
余
年
を
慰
め
ら
れ
［
②
］

に
け
り
。
三
右
衛
門

も
病
に
罹
り
て
死
し
、
妻
及
び
三
子
も
皆
死
し
て
、
六
松
の
み
独
り
長
生
し
、

文
化
十
三
年
の
正
月
に
至
り
て
死
に
け
り
。
寿
八
十
三
な
り
し
と
ぞ
。
六
松
は

三
右
衛
門
の
子
な
る
か
と
思
は
る
る
や
う
な
れ
ど
、
当
時
世
人
の
■
を
容
る
る

も
の
な
き
に
拠
れ
ば
、
左
に
非
ず
。
■
■
■
に
し
て
然
る
も
の
■
■
に
相
■
な

さ

し
。
六
松
の
如
き
は
真
に
我
国
忠
厚
の
風
を
全
く
し
得
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

一
国
の
寧
臣
た
ら
ん
も
の
に
て
、
六
松
が
主
に
事
ふ
る
が
如
き
心
を
心
と
せ
ば
、

天
下
の
事
に
於
て
挽
回
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
か
る
べ
し
と
思
は
る
る
計
な
り
。

位
愈
高
く
し
て
愈
■
し
が
た
く
、
禄
愈
重
く
し
て
愈
足
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
が

如
き
は
、
六
松
の
行
を
■
■
■
な
り
。

①
「
猶
子
に
も
し
て
」
を
「
■
と
し
て
」
に
改
め
る
が
、
文
字
が
判
読
不
能
で
文
意
が

通
り
づ
ら
い
の
で
、
修
正
前
の
も
の
を
残
し
た
。

②
も
と
「
慰
ま
ら
れ
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
慰
め
ら
れ
」
に
改
め
た
。

（

）
キ
セ

17豊
後
国
の
笠
和
町
に
キ
セ
と
い
ふ
女
あ
り
。
父
は
二
三
才
、
母
は
十
歳
計
の

ば
か
り

頃
に
身
ま
か
り
、
異
母
兄

引
き
と
り
て
養
ひ
け
り
。
稍
長
じ
て
同
町
の
彦
助
と

い
ふ
も
の
の
子
と
な
り
、
十
九
歳
に
し
て
房
吉
と
い
ふ
も
の
に
嫁
げ
り
。
後
に

房
吉

癩
病
を
患
へ
起
臥
し
が
た
き
を
介
抱
し
て
、
老
い
た
る
姑
を
養
ひ
、
貧
し

き
中
に
て
飲
食
な
ど
、
む
さ
く
る
し
か
ら
ぬ
や
う
に
調
へ

屢

夫
姑
の
衣
類
を

し
ば
し
ば

洗
濯
し
、
身
に
は
褸
襤
を
纏
ひ
て
夜
の
更
く
る
ま
で
紡
績
し
、
夜
具
を
着
け
ず

し
て
側
に
臥
し
、
未
明
よ
り
起
き
て
業
に
服
し
、
房
吉
見
兼
ね
て
「
我
が
病
は

と
て
も
愈
ゆ
べ
き
症
な
ら
じ
。
年
わ
か
き
汝
が
我
に
従
ひ
居
た
り
と
て
、
末
た

の
も
し
き
事
あ
ら
ね
ば
、
離
縁
す
べ
き
ぞ
」
と
い
ふ
に
、
キ
セ
更
に
う
け
が
は

ず
、「
夫
は
我
が
病
を
厭
へ
る
や
う
思
ふ
」
と
て
、
い
や
ま
し
心
を
尽
く
し
人
に

雇
は
れ
て
往
く
と
き
は
、
夫
姑
の
昼
食
を
設
け
置
き
、
人
の
憩
へ
る
時
に
も
憩

こ
は
ず
、
課
せ
ら
れ
し
事
を
早
く
卒
へ
て
暮
れ
ざ
る
う
ち
に
帰
り
、
直
に
看
病

お

た
だ
ち

し
け
れ
ば
、
気
強
き
姑
な
り
し
も
、
真
の
娘
の
如
く
に
い
つ
く
し
み
、
夫
快
く

月
日
を
送
り
け
り
。
然
る
に
夫
の
病
ひ
日
に
重
く
な
り
、
起
臥
も
自
由
な
ら
ね

ば
、
一
間
に
引
籠
り
し
が
、
キ
セ

そ
の
気
欝
を
察
し
、
手
業
の
隙
に
背
負
ひ
て

垣
の
内
を
い
く
度
と
な
く
垣
内
を
逍
遙
し
、
或
は
園
中
の
草
木
を
観
せ
し
め
、

或
は
茶
菓
な
ど
を
求
め
て
勧
め
、
寒
気
烈
し
く
手
足
冷
ゆ
る
と
き
は
己
が
肌
に

さ
し
入
れ
し
め
て
、
温
を
面
睡
し
、
鼻
塞
が
り
苦
し
む
と
き
は
、
臭
甚
き
を
も

知
ら
せ
ず
て
鼻
汁
を
吸
ひ
出
し
、
毫
も
厭
は
じ
き
気
色
な
く
、
豫
め
病
の
愈
ゆ

べ
き
に
あ
ら
ざ
る
を
察
し
量
り
知
り
て
、
其
の
期
に
臨
み
狼
狽
せ
ば
、
大
な
る

恥
な
り
と
と
て
、
金
銭
を
貯
へ
置
き
、
夫
死
せ
し
時
に
は
葬
儀
の
厚
く
営
み
け

り
。
嘗
て
本
生
の
父
死
せ
る
後
に
母
修
験
君
正
徳
院
と
い
ふ
も
の
を
後
夫
に
迎

へ
て
暮
し
居
り
、
キ
セ
其
正
徳
院
の
養
を
受
け
た
し
り
が
、
正
徳
院
年
老
い
身

貧
し
く
な
り
、
キ
セ
を
慕
ひ
来
に
け
る
を
別
宅
に
置
き
て
奉
養
し
仕
へ
け
り
。

夫
は
十
三
年
の
久
し
き
を
経
て
死
し
、
其
の
後
は
姑
と
正
徳
院
と
に
十
五
年
間

の
孝
養
を
尽
し
、
終
に
母
も
な
く
な
り
、
ひ
と
り
身
と
な
り
せ
ば
、
「
正
徳
院
ゆ

え
長
く
苦
し
ま
ん
は
無
益
な
り
。
此
方
に
帰
り
て
暮
ら
す
べ
し
」
と
兄
弟
ど
も

諭
し
け
る
も
、
縦
ひ
我
身
は
い
か
に
な
り
て
も
正
徳
院
の
老
い
て
さ
ま
よ
ふ
を

た
と

見
捨
つ
る
に
忍
び
ず
。
家
に
帰
り
て
は
夫
姑
の
追
福
も
思
ふ
ま
ま
に
な
り
が
た

し
と
て
、
正
徳
院
が
許
に
従
り
て
、
人
は
真
の
親
と
思
ふ
ば
か
り
に
孝
養
し
け

も
と

よ
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り
。
キ
セ
三
十
二
歳
に
て
寡
婦
と
な
り
し
よ
り
身
を
終
ふ
る
ま
で
魚
肉
を
喰
は

ず
、
貞
節
を
守
り
て
日
に
墓
参
し
、
家
に
て
は
実
父
母
夫
姑
な
ど
の
霊
牌
に
仕

ふ
る
こ
と
生
け
る
に
事
ふ
る
が
如
く
、
夏
の
夜
は
霊
牌
を
蚊
帳
の
中
に
入
れ
団

つ
か

扇
も
て
扇
ぎ
、
冬
夜
は
霊
牌
を
懐
に
入
れ
て
暖
な
る
や
う
に
し
、
在
世
の
時
に

異
な
ら
ざ
る
を
、
人
或
は
狂
気
し
た
る
あ
ら
ん
と
評
し
た
る
と
ぞ
。
初
の
房
吉

が
妻
と
な
り
し
と
き
、
和
泉
と
い
ふ
も
の
仮
親
と
な
り
た
り
し
が
、
和
泉
の
死

せ
る
と
も
厚
く
弔
ひ
、
毎
月
忌
日
に
は
香
花
を
携
へ
て
其
の
家
に
至
り
、
霊
前

に
拝
し
け
り
。
夫
の
死
せ
る
ほ
ど
は
若
か
り
し
か
ば
、
外
よ
り
も
再
縁
を
勧
む

る
も
の
あ
り
し
が
、
堅
く
拒
み
て
強
ふ
る
も
の
あ
れ
ば
黙
し
て
落
涙
し
打
伏
し

て
あ
る
ほ
ど
に
、
自
然
に
勧
め
し
人
も
恥
ぢ
た
り
と
な
む
。
国
主
、
夫
姑
継
父

の
三
人
に
事
へ
て
、
生
前
死
後
に
誠
を
尽
し
節
義
を
尽
く
せ
る
行
状
、
知
事
い

た
く
感
じ
て
金
穀
を
与
へ
、
文
政
七
年
を
始
め
と
し
て
七
度
に
及
び
し
と
ぞ
。

（

）
イ
チ

18イ
チ
は
豊
前
国
上
矢
部
村
の
農
民
弥
兵
衛
が
妻
な
り
。
夫
と
其
弟
と
共
に
悪

疾
を
患
へ
姑
も
眼
病
に
罹
り
て
い
つ
と
な
く
田
産
を
失
ひ
、
貧
困
に
迫
り
、
し

か
も
孝
貞
を
尽
し
、
湯
薬
看
護
よ
り
朝
夕
の
飲
食
に
至
る
ま
で
、
い
と
ね
ん
ご

ろ
に
あ
つ
か
ひ
、
常
に
耕
耘
を
勉
め
て
一
日
に
再
び
薪
を
採
り
、
み
づ
か
ら
負

戴
し
て
市
に
鬻
ぎ
一
婦
の
身
も
て
四
口
を
養
へ
り
。
弥
兵
衛
は
之
を
見
る
に
忍

び
ず
、
イ
チ
に
向
ひ
「
我
は
不
幸
に
し
て
此
の
病
に
罹
り
自
ら
見
る
だ
に
厭
へ

り
。
況
て
他
人
を
や
。
汝
い
ま
だ
若
き
身
な
れ
ば
、
家
に
帰
り
て
再
嫁
を
需
め

よ
」
と
懇
に
喩
し
け
る
に
、
イ
チ
聞
き
て
涙
を
垂
れ
つ
つ
「
こ
は
何
を
か
の
た

ま
へ
る
や
。
夫
婦
は
一
体
と
い
へ
り
。
君
の
不
幸
は
即
ち
妾
が
不
幸
な
り
。
安

逸
に
し
て
合
ひ
、
疾
病
あ
り
て
離
れ
ん
に
は
、
何
ぞ
妻
を
用
い
ん
や
。
か
か
る

事
を
思
ひ
て

徒

に
病
体
を
悩
ま
し
た
ま
ふ
な
か
れ
」
と
て
、
益
々
心
を
尽
し

い
た
づ
ら

て
看
護
せ
し
に
、
弥
兵
衛
つ
ひ
に
な
く
な
り
し
か
ば
、
イ
チ
涙
に
く
れ
て
朝
夕

の
食
も
咽
を
通
ら
ぬ
ば
か
り
な
げ
き
し
か
ど
、
さ
す
が
に
葬
埋
の
儀
を
ば
ね
ん

ご
ろ
に
い
と
な
み
、
そ
れ
よ
り
ひ
と
り
貞
一
の
操
を
守
り
、
姑
叔
に
仕
へ
て
孝

養
を
尽
く
し
け
る
に
、
年
わ
か
く
て
、
か
く
苦
労
す
る
を
愍
み
、
外
方
に
嫁
ぐ

べ
し
と
勧
め
諭
す
も
の
あ
れ
ど
も
、
堅
く
否
み
て
「
室
に
盲
姑
廃
叔
あ
る
を
棄

て
な
ば
、
誰
に
憑
り
て
か
余
命
を
保
つ
こ
と
を
得
ん
。
誓
ひ
て
二
夫
を
見
じ
」

か

と
い
ひ
て
、
ま
す
ま
す
貞
節
を
固
守
し
、
孝
養
を
勉
め
け
れ
ば
、
領
主
そ
の
孝

貞
を
感
じ
、
屢
々
金
穀
を
与
へ
て
賞
誉
イ
チ
が
死
後
に
至
り
碑
を
建
て
其
行
ひ

し
ば
し
ば

を
旌
表
し
け
る
と
ぞ
。

（

）
セ
イ

19神
奈
川
県
の
井
戸
谷
村
の
辰
蔵
と
い
ふ
も
の
質
直
に
し
て
農
業
に
勉
励
せ
り
。

婦
の
名
を
セ
イ
と
い
ふ
。
人
の
許
に
雇
は
れ
て
居
り
し
が
、
辰
蔵
に
嫁
ぎ
て
よ

も
と

り
夫
婦
の
間
む
つ
ま
じ
く
、
更
に
反
目
の
態
な
か
り
け
り
。
三
と
せ
ば
か
り
も

す
み
け
る
に
、
あ
る
時
辰
蔵
欝
々
た
る
さ
ま
に
て
一
室
に
籠
り
居
た
り
し
が
、

俄
に
起
ち
て
壁
に
掛
け
た
る
利
鎌
を
把
り
、
セ
イ
が
頭
髪
を
提
げ
て
之
を
断
て

り
。
セ
イ

夫
の
発
狂
せ
る
を
知
り
、
近
隣
に
告
げ
て
看
護
を
請
ひ
、
医
薬
祈
祷

に
心
を
尽
く
せ
し
か
ば
、
日
な
ら
ず
し
て
本
復
し
、
力
作
す
る
こ
と
常
の
如
し
。

其
後
に
夫
婦
相
議
し
て
郷
里
を
去
り
、
横
浜
の
北
方
村
に
移
り
住
み
、
い
さ
さ

か
な
る
商
業
を
営
め
り
。
一
夜
夫
婦
と
も
飲
酒
し
て
寝
ね
た
り
し
に
、
辰
蔵
再

び
狂
疾
や
お
こ
り
け
ん
。
独
り
起
き
て
セ
イ
が
櫛
笥
よ
り
剃
刀
を
と
り
出
だ
し
、

熟
睡
せ
し
セ
イ
が
咽
に
傷
つ
け
、
更
に
自
ら
腹
を
切
り
た
り
。
セ
イ
驚
き
起
き
、

辰
蔵
が
狂
も
醒
し
た
り
し
が
、
要
所
の
疵
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
、
死
に
至
ら
ず
。

さ
ま
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忽
ち
大
声
を
た
て
て
、
人
を
呼
び
け
れ
ば
、
近
隣
の
も
の
馳
せ
来
り
て
介
抱
し
、

医
を
招
き
治
療
せ
し
め
た
り
。
医

縫
ふ
こ
と
両
人
に
て
三
十
七
針
に
及
び
、
其

費
は
媒
妁
の
甚
右
兵
衛
と
い
ふ
も
の
よ
り
償
へ
り
。
さ
て
月
日
を
経
て
夫
妻
の

疵
も
愈
え
た
り
し
が
、
甚
右
兵
衛
と
セ
イ
が
父
と
は
辰
蔵
の
狂
疾
を
恐
れ
、
セ

イ
を
離
縁
せ
ん
事
を
申
し
入
れ
し
に
、
辰
蔵
も
今
は
過
を
悔
ゆ
れ
ど
も
、
せ
ん

す
べ
な
く
理
に
伏
し
て
離
縁
に
決
せ
り
。
然
る
に
セ
イ
瑞
引[

①]

せ
ず
「
父
と

し
よ
う
い
ん

媒
人
と
の
言
は
背
く
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
一
た
び
夫
妻
の
契
り
を
結
び
し

上
は
、
狂
疾
を
忌
み
て
み
づ
か
ら
去
る
べ
き
の
謂
は
れ
な
し
。
病
は
お
の
づ
か

ら
愈
ゆ
る
期
も
あ
り
な
ん
。
あ
は
た
だ
し
く
夫
を
棄
て
ん
こ
と
は
、
妾
が
本
意

に
あ
ら
ず
」
と
て
啼
泣
し
て
や
ま
ず
。
こ
こ
に
於
て
父
も
媒
人
も
強
ふ
る
に
辞

な
く
し
て
や
み
に
け
り
。
か
く
て
其
後
に
至
り
、
活
計
の
た
ち
が
た
き
を
以
て
、

夫
婦
相
か
た
ら
ひ
辰
蔵
は
仏
国
商
館
の
洋
人
に
雇
は
れ
、
セ
イ
も
洋
人
の
小
児

を
保
護
す
る
者
と
な
り
、
夫
婦
同
所
に
仕
へ
け
り
。
然
る
に
明
治
六
年
十
月
三

日
の
暁
、
セ
イ
未
だ
目
覚
め
ざ
る
ほ
ど
辰
蔵
ま
づ
起
き
て
、
庖
厨
よ
り
大
鉞
を

携
へ
来
り
、
セ
イ
が
頭
脳
を
打
ち
裂
く
こ
と
二
寸
五
分
ば
か
り
。
セ
イ
驚
き
叫

び
起
た
ん
と
す
る
所
を
、
又
長
さ
五
寸
深
さ
四
五
分
も
切
り
こ
み
た
り
。
セ
イ

苦
声
を
揚
げ
て
わ
め
く
と
き
、
辰
蔵
本
心
に
や
復
し
け
ん
。

皇

あ
は
て
て
逃

ま
す
ま
す

去
り
け
り
。
洋
人
夫
婦

見
て
い
た
く
驚
愕
し
、
北
方
村
の
甚
右
衛
門
を
よ
び
、

直
に
扱
所
に
訴
へ
、
検
使
を
迎
へ
け
り
。
セ
イ

始
末
を
甚
右
衛
門
に
語
り
、
な

ほ
も
「
妾
す
で
に
父
の
命
と
親
族
の
言
と
を
聴
か
ず
し
て
離
縁
を
せ
ざ
り
し
上

は
、
た
と
ひ
死
す
と
も
辰
蔵
が
婦
な
り
。
此
期
に
臨
み
て
操
を
変
ず
べ
か
ら
ず
。

願
は
く
は
妾
が
死
語
に
夫
の
罪
に
か
か
は
ら
ぬ
や
う
に
と
ひ
は
か
ら
い
賜
は
れ
」

と
て
、
更
に
検
使
に
到
り[

②]

懇
に
夫
の
罪
な
き
由
を
陳
べ
た
り
し
と
ぞ
。
庁

鄙
の
一
婦
に
し
て
か
く
の
如
き
気
節
あ
る
こ
と
、
実
に
称
述
す
る
に
足
れ
り
。

①
承
知
す
る
こ
と
。

②
も
と
「
到
ひ
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
到
り
」
に
改
め
た
。

（

）
シ
ゲ

20阿
波
国
王
子
村
の
百
姓
梶
原
伊
兵
衛
が
妻
シ
ゲ
は
筑
浜
村
の
茂
三
郎
が
女
な

り
。
和
順
な
る
も
の
に
て
、
舅
姑
に
事
へ
て
孝
養
を
尽
く
し
、
舅
姑
が
好
む
食

つ
か

物
品
を
ば
遠
近
と
な
く
尋
ね
求
め
て
供
給
し
、
寝
ぬ
る
と
き
は
湯
薬
に
心
を
用

い
て
暫
時
も
側
を
離
れ
ず
。
舅
姑
他
行
し
て
帰
る
こ
と
遅
き
と
き
は
途
中
ま
で

出
迎
ひ
て
手
を
引
き
杖
を
扶
け
つ
つ
敬
ひ
か
し
づ
く
。
毫
も
飾
れ
る
状
な
け
れ

ば
、
舅
姑
も
深
く
歓
び
て
村
内
の
者
ど
も
互
に
誉
め
語
り
け
り
。
然
る
に
夫
過

失
あ
り
て
入
牢
し
け
れ
ば
、
シ
ゲ
い
た
く
驚
き
歎
き
悲
み
、
精
進
潔
斎
し
て
四

方
の
神
仏
に
祈
誓
し
、
幼
子
を
抱
き
な
が
ら
寒
暑
風
雨
を
も
厭
は
ざ
る
こ
と
数

年
を
経
て
怠
ら
ず
。
朝
夕
に
■
■
牢
番
の
も
の
に
逢
ひ
、
夫
の
安
否
を
問
ひ
け

る
に
、
六
年
の
春
に
至
り
、
伊
兵
衛

牢
中
に
て
病
に
罹
れ
る
由
聞
こ
え
け
れ
ば
、

薬
餌
と
食
物
と
齎
ら
し
て
三
里
余
を
隔
て
た
る
道
路
を
日
々
に
往
来
し
漸
く
危

篤
な
る
由
な
り
け
れ
ば
、
夫
に
代
り
て
入
牢
し
夫
を
家
に
還
し
療
養
を
加
へ
た

し
と
て
幾
度
と
な
く
哀
訴
に
及
び
し
か
ば
、
官
の
志
に
感
じ
て
伊
兵
衛
を
牢
よ

り
出
だ
さ
し
め
に
け
り
。
こ
こ
に
［
①
］

於
て
昼
夜
の
看
病
に
心
を
尽
く
し
し
か

ば
、
終
に
本
復
し
た
り
し
け
る
が
、
大
赦
に
逢
ひ
、
伊
兵
衛
も
昔
日
の
行
迹
を

改
め
、
妻
と
共
に
両
親
に
孝
養
を
尽
し
け
る
と
ぞ
。

①
「
こ
こ
に
」
を
「
■
■
」
に
改
め
る
が
、
文
字
が
判
読
不
能
な
た
め
、
修
正
前
の
も

の
を
残
し
た
。

（

）
阿
栗

21
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阿
栗
は
甲
州
田
中
村
の
農
夫
安
兵
衛
の
妻
な
り
。
嫁
ぎ
て
幾
ば
く
な
ら
ざ
る

い
く

に
安
兵
衛
悪
疾
に
罹
り
平
臥
し
け
れ
ば
、
昼
は
耕
作
を
事
と
し
、
夜
は
看
護
嘗

て
怠
る
こ
と
あ
ら
ず
。
舅
六
右
衛
門
老
て
郊
野
を
逍
遥
す
る
に
事
へ
て
、
常
に

つ
か

湯
茶
を
持
し
て
、
遠
方
よ
り
晩
く
帰
る
と
き
は
里
門
に
出
迎
ひ
け
り
。
享
保
十

三
円
七
月
八
日
に
大
風
暴
雨
あ
り
。
近
村
堤
防
崩
壊
し
て
洪
水
益
し
、
田
中
村

に
向
ひ
て
漲
り
来
る
時
に
、
安
兵
衛
病
劇
し
く
起
つ
こ
と
能
は
ず
。
栗
に
向
ひ

み
な
ぎ

「
汝
が
親
切
は
我
が
心
に
銘
じ
て
感
謝
す
る
に
余
あ
り
。
汝
が
恩
の
万
一
を
報

ず
る
に
も
及
ば
ず
し
て
斯
る
災
患
に
罹
れ
り
。
我
は
已
助
か
る
べ
き
命
な
ら
ね

か
か

す
で
に

ば
、
水
の
た
め
に
死
す
る
こ
そ
幸
な
れ
、
汝

疾
く
老
父
を
扶
け
て
立
ち
去
ら
れ

よ
」
と
諭
し
け
れ
ば
、
栗

涙
を
拭
ひ
「
夫
君
の
死
す
る
を
見
な
が
ら
己
の
み
生

き
て
何
か
せ
ん
。
只
夫
君
と
共
に
生
を
同
じ
う
せ
ん
の
み
」
と
い
ひ
終
ら
ざ
る

に
門
外
物
騒
し
く
「
水
す
で
に
近
づ
き
ぬ
。
早
く
逃
れ
去
ら
ず
や
」
と
声
々
に

呼
ば
り
た
り
。
栗
さ
ら
ば
と
て
六
右
衛
門
を
扶
け
起
し
て
門
外
に
出
で
、
隣
の

人
を
呼
び
て
六
右
衛
門
を
托
し
、
并
せ
て
油
紙
も
て
裹
み
た
る
田
地
の
証
券
と

つ
つ

六
右
衛
門
の
副
衣
と
て
託
し
、
復
び
帰
り
て
夫
の
側
に
至
り
、
扶
け
去
ら
ん
と

せ
し
が
、
程
な
く
浪
大
に
漲
り
来
り
て
終
に
夫
と
共
に
溺
死
し
て
け
り
。
時
の

み
な
ぎ

政
府

節
義
を
賞
し
、
黄
金
若
干
を
賜
へ
り
と
な
む
。
実
に
婦
人
の
亀
鑑
と
す
べ

き
な
り
け
る
。

（

）
七
兵
衛
の
妻

22山
城
国
加
茂
川
の
東
に
樵
夫
七
兵
衛
と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
山
に
入
り
て
帰

る
こ
と
晩
か
り
し
ゆ
え
、
其
妻
往
き
て
索
せ
し
に
樹
上
に
巨
蟒
あ
る
を
見
た
り
。

蜒
々
し
て
首
を
低
れ
甚
だ
自
得
の
気
色
あ
り
。
夫
を
呑
み
た
る
こ
と
に
相
違
な

け
れ
ば
、
鎌
も
て
直
に
巨
蟒
に
当
り
一
口
に
呑
ま
し
め
、
口
よ
り
剖
き
て
腹
に

至
り
、
遂
に
夫
と
偕
に
出
で
け
る
と
ぞ
。

（

）
阿
長

23阿
長
は
近
江
国
蒲
生
郡
古
市
子
村

福
村
某
の
後
妻
な
り
。
先
妻
の
子
二
人
あ

り
。
後
に
己
が
産
み
た
る
も
の
男
女
十
余
人
あ
り
し
が
、
先
妻
の
子
を
愛
す
る

こ
と
我
が
産
め
る
子
に
十
倍
し
、
見
る
人
ど
も
感
心
せ
ざ
る
は
な
し
。
且
へ
我

が
子
の
多
く
て
先
妻
の
子
の
踈
く
な
ら
ん
こ
と
を
畏
れ
、
男
子
は
七
八
歳
に
及

べ
ば
父
に
勧
め
て
出
家
せ
し
め
、
女
子
は

悉

く
京
に
登
せ
て
人
の
婢
と
せ
り
。

こ
と
ご
と

斯
り
け
れ
ば
先
妻
の
子
ど
も
其
恩
に
懐
き
て
孝
行
な
る
こ
と
感
ず
る
に
堪
へ
た

り
。
其
の
兄
は
家
を
嗣
ぎ
た
り
し
が
、
妹
は
後
母
が
実
子
の
京
に
出
で
し
義
理

を
思
ひ
、「
我
も
京
に
出
で
ん
」
と
い
ふ
を
許
さ
で
、
隣
村
に
嫁
が
し
め
け
れ
ば
、

深
く
其
の
恩
に
感
じ
、
継
母
の
起
居
を
問
ふ
て
怠
る
こ
と
な
か
り
け
り
。
長
は

後
に
髪
を
落
し
て
隠
居
し
け
る
ほ
ど
其
々
の
寺
の
住
職
と
な
り
し
も
、
子
ど
も

よ
り

屢

迎
へ
た
り
し
に
、
実
子
の
愛
に
惹
か
れ
て
先
妻
の
子
の
許
に
居
ら
ず

し
ば
し
ば

も
と

と
い
は
れ
ん
は

快

か
ら
じ
と
て
敢
て
省
み
ざ
り
し
と
ぞ
。

こ
こ
ろ
よ

（

）
宋
程
抹
の
妻
（
中
国
）

24宋
程
抹
が
妻
侯
氏
は
明
道
・
伊
川
兄
弟
の
母
な
り
。
侯
氏

舅
姑
に
事
ふ
る
や

つ
か

極
め
て
厚
し
。
抹
は
人
と
な
り
剛
断
に
し
て
家
を
理
む
る
こ
と
厳
粛
な
り
し
が
、

侯
氏
敬
礼
し
て
常
に
大
賓
に
接
す
る
が
如
く
、
大
に
内
助
を
成
せ
し
か
ば
、
抹

も
亦
甚
だ
愛
せ
り
。
侯
氏
益
々
謙
順
に
し
て
悖
る
こ
と
な
く
、
細
事
と
い
へ
ど

も
、
あ
へ
て

恣

に
せ
ず
。
常
に
抹
の
命
を
稟
け
て
行
ひ
し
か
ば
、
家
政
厳
な

ほ
し
い
ま
ま

ら
ず
し
て
善
く
整
ひ
た
り
。
婢
女
な
ど
過
あ
り
て
諸
子
の
呵
責
す
る
こ
と
あ
る

を
見
る
と
き
は
直
に
之
を
戒
め
て
「
貴
賤
は
殊
な
れ
ど
も
均
し
く
人
な
り
。
彼

た
だ
ち
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が
過
を
ば
恕
し
て
傷
は
ざ
る
べ
き
ぞ
」
と
い
ひ
、
諸
子
の
過
あ
る
を
見
る
と
き

は
、
小
事
は
ま
の
た
あ
り
叱
り
、
大
事
は
抹
に
告
げ
其
の
改
む
る
を
俟
ち
、
後

ま

に
之
を
宥
せ
り
。
嘗
て
言
へ
る
こ
と
あ
り
。「
子
の
不
肖
な
る
は
母
た
る
も
の
の
、

其
非
を
隠
す
を
父
知
ら
で
誡
め
正
す
こ
と
な
き
に
由
れ
り
」
と
。
此
心
も
て
二

子
を
育
て
し
か
ば
、
二
子
も
衣
服
飲
食
な
ど
に
心
を
留
め
ず
、
専
ら
学
問
に
勤

苦
し
、
終
に
命
世
の
大
儒
と
な
り
た
り
し
と
ぞ
。

（

）
天
照
太
神

25天
照
太
神
、
天
孫
瓊
々
杵
尊
を
鐘
愛
し
た
ま
ひ
、
豊
葦
原
中
国
を
統
治
せ
し

に

に

ぎ

の

み

こ

と

と
よ
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

め
ん
と
て
、
天
上
よ
り
降
し
た
ま
ひ
し
と
き
、
御
手
に
宝
鏡
を
持
し
、
「
此
の

大
八
洲
豊
葦
原
瑞
穂
国
は
吾
が
子
孫
の
君
主
た
る
べ
き
地
な
り
。
汝
往
き
て
天

お
お

や

し
ま
と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に

津
高
御
座
に
御
し
平
け
く
安
ら
け
く
知
か
し
め
せ
よ
。
此
鏡
を
ば
も
は
て
我
が

魂
と
し
吾
を
視
る
が
如
く
せ
よ
。
宝
祚
の
隆
な
る
こ
と
は
天
壌
と
共
に
窮
り
な

か
る
べ
き
な
り
」
と
勅
し
た
ま
ひ
き
。
又
天
児
屋
根
命
・
天
大
玉
命
等
の
五

あ
め
の

こ

や

ね

の

み
こ
と

あ
め
の
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と

神
に
命
じ
、
左
右
侍
り
て
朝
政
を
輔
佐
せ
し
め
た
り
。
是
の
我
邦
皇
統
の
万
世

を
経
て
変
ぜ
ざ
る
の
原
由
な
り
け
る
。
是
よ
り
五
神
の
裔
は
歴
代
天
皇
に
仕
へ

て
臣
節
を
失
ふ
も
の
な
く
、
中
に
も
天
児
屋
根
命
の
後
裔
の
如
き
は
、
今
に

あ
め
の

こ

や

ね

の

み
こ
と

至
る
ま
で
数
千
年
を
歴
ふ
に
、
一
人
の
異
図
を
抱
け
る
も
の
な
き
は
、
い
と
感

か
ぞ

戴
す
べ
き
所
な
り
け
り
。

（

）
菅
原
道
直

26贈
正
一
位
大
政
大
臣
菅
原
道
直
公
が
忠
誠
に
し
て
君
に
報
ず
る
の
志
厚
く
、

死
に
至
る
ま
で
其
操
を
変
ぜ
ざ
る
［
①
］

は
世
人
の
均
し
く
知
れ
る
所
な
り
。
昌

泰
三
年
九
月
な
り
。
大
内
の
宴
に
侍
り
し
と
き
、
「
君
富
春
秋
臣
漸
老
、
恩
無
涯

岸
報
猶
遅
」［
②
］

と
い
へ
る
詩
を
作
り
て
仙
洞
御
所
に
献
じ
け
れ
ば
、
叡
感
の

余
に
御
衣
を
賜
は
り
た
り
し
が
、
翌
年
四
月
、
本
院
の
大
臣
時
平
公
が
讒
に
よ

り
て
俄
に
太
宰
権
帥
に
左
遷
せ
ら
れ
た
り
し
か
ど
、
尚
も
君
を
懐
へ
る
の
情
厚

く
、
い
つ
も
御
衣
を
身
よ
り
離
さ
ず
副
へ
ら
れ
、
同
年
九
月
に
昔
日
の
事
を
思

ぼ
し
出
で
て
「
去
年
今
夜
侍
清
涼

秋
思
詩
篇
独
断
腸

恩
賜
御
衣
猶
在
此

捧
持
日
々
拝
余
香
」［
③
］

と
詠
せ
ら
れ
け
り
。
凡
忠
臣
義
士
の
操
は
変
あ
る
時

お
よ
そ

に
顕
は
る
も
の
な
り
。
公
の
如
き
は
万
世
忠
臣
の
亀
鑑
と
い
ふ
べ
し
。

①
も
と
「
変
ぜ
ざ
り
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
変
ざ
ざ
る
」
に
改
め
た
。

②
『
菅
家
後
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
九
日
後
朝
、
同
じ
く
「
秋
思
」
を
賦
す
。
応

制
」
と
題
さ
れ
た
一
首
。
「
君
は
春
秋
に
富
み

臣
は
漸
く
老
い
た
り

恩
は
涯
岸
な

く
報
い
ん
こ
と
猶
ほ
遅
し
。
」
も
と
「
君
は
」「
遅
し
」
と
訓
読
を
残
す
所
が
あ
る
が
、

原
文
で
統
一
す
る
た
め
「
は
」
「
し
」
を
削
除
し
た
。

③
『
菅
家
後
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
九
月
十
日
」
と
題
さ
れ
た
一
首
。
「
去
年
の

今
夜

清
涼
に
侍
る

秋
思
詩
篇

独
り
腸
を
断
つ

恩
賜
の
御
衣

猶
ほ
此
に
在
り

捧
げ
持
ち
て
毎
日
余
香
を
拝
す
。
」
「
毎
日
」
が
「
日
々
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
も
と
「
日
日
々
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
日
々
」
に

改
め
た
。

（

）
調
伊
企
伎

27調
伊
企
伎
は
天
性
勇
烈
の
称
あ
り
し
人
な
り
。
欽
明
天
皇
の
御
守
に
紀
男
麻

つ

き

の

い

さ

な

呂
が
副
将
と
な
り
て
新
羅
を
征
伐
し
た
り
し
に
、
軍
敗
れ
て
執
は
れ
け
れ
ば
、

虜
人
ど
も
刀
を
抜
き
て
伊
企
伎
に
逼
り
「
汝
か
な
、
日
本
の
大
将
た
る
も
の
。

せ
ま

吾
が
臀
の
肉
を
餤
へ
と
言
ふ
べ
し
」
と
い
ふ
に
、
伊
企
伎
大
に
呼
び
て
「
新
羅

し
り

く

い

さ

な

王
よ
。
吾
が
臀
の
肉
を
餤
へ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
虜
大
に
怒
り

益

侵
辱
を
加

し
り

く

ま
す
ま
す
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へ
た
り
し
が
、
傲
然
と
し
て
毫
も
辞
色
を
変
ぜ
ざ
り
し
と
ぞ
。
竟
に
殺
さ
れ
ぬ
。

つ
ひ

（

）
村
上
義
光

28村
上
義
光
は
彦
四
郎
と
称
せ
り
。
信
濃
の
人
な
り
。
元
弘
の
乱
に
護
良
親
王

も
り
よ
し

に
従
ひ
て
芳
野
に
逃
れ
た
り
し
が
、
東
軍
の
来
り
攻
む
る
に
会
ひ
、
親
王
親
ら

み
づ
か

戦
数
合
に
及
び
し
か
ど
も
、
外
城
す
で
に
陥
り
て
勢
免
る
べ
か
ら
ず
な
り
け
れ

ば
、
退
き
て
左
右
と
訣
飲
せ
し
折
し
も
、
義
光
鎧
に
矢
を
受
く
る
こ
と
蝟
毛
の

如
く
に
て
来
り
跪
き
、
「
敵
勢
甚
だ
強
く
し
て
勢
支
ふ
べ
か
ら
ず
。
臣
請
ふ
、
大

王
に
代
り
て
死
せ
ん
。
大
王
は
微
服
し
て
逃
げ
た
ま
ふ
べ
し
」
と
い
ふ
に
、
親

王
慨
然
と
し
て
「
死
な
ば
同
じ
く
死
な
ん
や
と
て
、
棄
て
去
る
に
忍
び
ん
や
」

と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
義
光
声
を
励
ま
し
て
「
事
甚
だ
急
な
り
。
な
ど
で
去
り

た
ま
は
ざ
る
や
」
と
て
起
て
進
み
近
づ
き
、
自
ら
親
王
の
鎧
を
解
き
之
を
被
ぶ

り
、
其
子
義
隆
を
顧
み
「
汝
は
大
王
に
従
ひ
て
賊
を
拒
ぐ
べ
し
。

徒

に
死
せ

い
た
づ
ら

ん
は
益
な
き
こ
と
な
り
」
と
い
へ
ば
、
義
隆
泣
き
な
が
ら
別
れ
、
親
王
に
従
ひ

て
去
り
に
け
り
。
義
光
敵
楼
に
上
り
親
王
が
遁
れ
去
る
を
望
み
見
て
大
に
呼
ば

は
り
「
余
は
今
上
の
第
三
子
兵
部
卿
親
王
護
良
な
り
。
今
此
に
死
せ
り
。
奴
輩

も
り
よ
し

ど
も
行
く
行
く
［
①
］

天
誅
を
受
け
ん
。
我
に
倣
ひ
て
自
裁
す
べ
き
ぞ
」
と
て
腹

を
屠
り
て
腸
を
攫
み
出
だ
し
、
壁
に
擲
ち
て
死
し
て
け
り
。
賊
徒
ど
も
遙
に
望

つ
か

な
げ
う

み
見
て
真
に
親
王
な
り
と
し
、
楼
中
に
乱
入
り
て
首
を
争
ひ
、
互
に
蹂
躙
し
け

る
が
、
其
間
に
親
王
は
難
近
し
得
た
ま
ひ
し
か
ば
、
義
隆
ひ
と
り
返
り
闘
ひ
数

人
を
斬
り
、
其
の
身
に
も
二
十
余
創
を
被
り
て
免
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
、
逆

に
自
ら
屠
り
死
し
て
け
り
。

①
修
正
後
の
文
字
が
判
読
不
能
な
た
め
、
修
正
前
の
記
述
を
残
し
た
。

（

）
与
三
兵
衛

29伊
勢
国
員
弁
郡
に
与
三
兵
衛
と
い
へ
る
農
夫
あ
り
。
家
甚
だ
貧
し
く
家
族
も

い

な

べ

数
人
あ
り
て
佸
路
に
苦
み
た
り
し
か
ど
も
、
年
貢
上
納
の
時
は
常
に
富
め
る
も

の
に
先
ち
て
納
れ
、
一
度
も
官
の
督
促
を
受
け
た
る
こ
と
な
し
。
戸
長
あ
や
し

み
与
三
兵
衛
に
向
ひ
て
「
汝
は
貧
し
き
上
に
数
口
の
族
あ
る
に
、
年
貢
の
督
促

を
受
く
る
な
き
の
み
な
ら
ず
、
之
を
納
む
る
こ
と
他
人
に
先
て
り
。
何
故
に
然

る
や
」
と
問
へ
ば
、
与
三
兵
衛
答
へ
て
「
領
主
は
我
等
の
親
な
り
。
子
と
し
て

親
に
食
を
献
ぜ
ざ
れ
ば
、
不
孝
の
罪
を
免
れ
ず
。
故
に
年
々
米
穀
を
収
穫
す
る

ご
と
く
先
づ
上
納
の
額
を
分
ち
て
、
深
く
之
を
蔵
し
、
何
等
の
事
に
も
費
消
す

る
こ
と
な
く
期
に
至
る
を
待
ち
て
、
之
を
納
れ
た
る
な
り
。
家
貧
し
と
い
へ
ど

も
夙
に
興
き
夜
に
寐
ね
て
力
作
す
る
が
た
め
、
未
だ
凍
飢
に
至
ら
ざ
る
な
り
」

つ
と

と
い
ふ
を
、
聞
く
も
の
感
歎
せ
ざ
る
は
な
か
り
し
と
な
む
。

（

）
フ
ヂ
他

30周
防
国
熊
毛
郡
室
積
村
の
人
民
ど
も
、
小
学
を
建
営
せ
ん
と
て
取
締
役
お
よ

び
教
員
な
ど
多
く
士
族
守
田
英
淳
が
家
に
集
会
し
て
学
事
を
商
議
し
た
り
し
。

金
銭
談
に
至
れ
ば
誰
れ
も
頭
を
傾
け
眉
を
顰
む
る
の
み
に
て
頓
に
決
定
し
が
た

し
か

に
は
か

か
り
し
が
、
そ
の
家
の
下
婢
フ
ヂ
と
い
ふ
も
の
側
か
に
聞
き
て
「
己
が
愛
玩
せ

ほ
の

る
銀
釵
一
枝
を
出
だ
し
寸
志
に
侍
れ
ど
も
、
学
資
に
加
へ
賜
は
ん
こ
と
を
」
と

懇

に
申
し
出
で
け
れ
ば
、
満
坐
の
も
の
其
志
を
感
じ
、
続
き
て
英
淳
が
妻
リ

ね
ん
ご
ろ

ウ
よ
り
銀
釵
二
枝
納
め
ん
と
請
ひ
、
村
民
江
本
某
よ
り
四
書
五
経
各
一
部
、
副

戸
長
熊
野
尚
輔
妻
某
よ
り
金
二
円
を
供
せ
ん
と
請
へ
り
。

抑

櫛
笄
の
類
は
女

そ
も
そ
も

子
の
殊
に
愛
惜
す
る
も
の
な
る
に
、
フ
ジ
が
之
を
棄
て
学
士
を
補
け
ん
と
す
る

の
志
、
富
人
が
百
円
千
円
の
献
金
に
愈
れ
り
と
い
ふ
べ
し
。

岡本韋庵『修身偉蹟』翻刻・訳注（上）（有馬）
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（

）
岡
本
嘉
蔵

31備
中
邦
哲
多
郡
長
屋
村
と
蟹
村
と
の
境
凡
四
五
十
間
ば
か
り
の
断
崖
絶
壁
に

お
よ
そ

て
往
来
す
べ
か
ら
ず
。
其
麓
は
河
の
深
淵
な
れ
ば
縄
を
此
に
張
り
、
渡
舩
を
上

下
し
、
人
馬
の
往
来
を
通
じ
、
危
嶮
な
る
こ
と
言
ふ
べ
か
り
な
し
。
然
る
に
長

屋
村
に
岡
本
嘉
蔵
と
い
へ
る
大
工
あ
り
。
纔
に
職
を
営
み
て
ほ
そ
き
煙
を
た
つ

わ
ず
か

る
も
の
な
る
が
、
往
来
の
苦
難
を
救
は
ま
く
欲
し
て
、
一
し
ほ
家
業
を
励
み
、

毫
も
余
資
あ
る
を
ば
、

悉

く
材
木
釘
錐
の
費
え
に
充
て
、
巌
石
を
剪
り
桟
道

こ
と
ご
と

を
架
し
、
他
人
に
一
銭
の
助
金
を
請
は
ず
、
一
椣
の
搬
運
を
仰
が
ず
、
独
力
も

て
造
営
し
も
資
本
つ
く
れ
ば
、
復
た
本
業
を
か
せ
ぎ
て
金
銭
を
積
み
、
終
に
明

治
三
年
よ
り
五
年
に
至
る
ま
で
三
年
を
経
る
に
、
一
日
の
如
く
労
作
し
て
怠
ら

ず
。
終
に
輿
馬
の
自
由
に
往
来
す
べ
き
担
途
を
開
き
、
巌
下
な
る
不
測
の
深
淵

を
ば
流
を
激
す
る
巌
を
切
り
割
り
、
石
庁
を
埋
め
積
み
徒
渉
す
べ
き
桟
灘
と
な

し
に
け
り
。
そ
れ
よ
り
以
来
、
里
人
ど
も
危
嶮
の
患
な
く
旅
人
の
始
め
て
通
行

す
る
も
の
嶮
路
た
り
し
を
知
ら
ざ
る
に
至
り
し
か
ば
、
県
庁
聞
て
実
地
検
査
し
、

是
は
非
常
の
陰
徳
な
り
と
て
其
旨
を
大
蔵
省
に
具
状
し
て
賞
典
を
請
ひ
た
り
し

と
ぞ
。

（

）
板
野
重
右
衛
門

32羽
後
国
長
橋
村
に
板
野
重
右
兵
衛
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
天
保
九
年
に
本
邑
の

八
郎
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
の
禿
田
を
引
き
受
け
て
新
に
百
姓
と
な
れ
る
も
の
な

り
。
禿
田
と
は
五
穀
の
生
ひ
た
た
ざ
る
地
を
謂
ふ
。
重
右
衛
門
、
稼
穡
の
業
に

達
せ
し
も
の
に
て
、
高
き
所
は
ほ
り
さ
げ
、
低
き
所
は
ほ
り
起
こ
し
、
深
田
と

な
し
て
常
に
馬
糞
・
沓
・
草
鞋
な
ど
の
棄
て
ら
れ
［
①
］

た
る
を
拾
ひ
あ
つ
め
、

糞
壌
の
補
ひ
と
な
し
て
心
を
尽
く
し
、
耕
作
し
け
れ
ば
、
か
り
の
禿
田
な
れ
ど
、

い
つ
の
ほ
ど
に
か
膏
腴
の
地
と
な
り
、
稲
穀
よ
く
実
り
し
か
ば
、
租
米
の
上
納

も
人
に
先
だ
ち
て
少
し
も
未
進
な
ど
せ
し
事
な
く
、
近
隣
に
期
に
後
れ
た
る
者

あ
れ
ば
、
手
つ
だ
ひ
て
助
け
、
貧
し
く
て
暮
し
か
ね
た
る
も
の
あ
れ
ば
、
何
く

れ
と
手
あ
て
し
つ
か
は
す
な
ど
、
い
と
深
切
な
り
け
り
。
さ
り
と
て
禿
田
の
外

に
余
財
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
夫
婦
に
七
十
余
の
老
母
と
十
四
歳
以
下
の
小
児
五

人
あ
り
、
合
せ
て
八
口
の
暮
ら
し
に
て
、
貧
し
き
中
よ
り
人
を
憐
む
こ
と
深
か

か
り
し
な
り
。
安
政
六
年
に
肝
煎
役
と
な
り
し
が
、
租
賦
を
皆
済
せ
し
も
の
に

き
も
い
り

賞
誉
を
行
は
れ
た
し
と
官
に
請
ひ
、
遊
情
に
く
ら
せ
る
も
の
を
ば
教
諭
を
加
へ

け
れ
ば
、
一
村
み
な
重
右
衛
門
に
化
せ
ら
れ
て
農
業
を
励
み
け
る
が
、
中
に
も

八
郎
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
と
、
茂
兵
衛
と
い
ふ
も
の
と
は
、
禿
田
ば
か
り
も
ち

て
年
貢
も
未
進
が
ち
な
る
を
深
く
周
旋
し
て
取
り
救
ひ
、
其
の
外
に
も
村
中
の

事
に
厚
く
心
を
用
い
し
か
ば
、
い
み
じ
き
寒
村
な
り
し
か
ど
、
年
を
逐
ふ
て
や

や
豊
に
立
ち
な
ほ
り
け
り
。
又
天
保
年
間
に
凶
荒
あ
り
て
よ
り
禿
百
姓
の
み
多

く
な
り
し
を
見
て
、
か
く
て
は
戸
口
減
少
し
て
、
い
か
に
荒
れ
ゆ
か
ん
も
は
か

ら
れ
じ
と
い
た
く
心
を
苦
し
め
、
窮
民
の
耕
作
に
力
め
た
る
も
の
を
択
び
て
新

百
姓
と
し
、
更
に
一
村
薪
草
料
の
た
め
に
と
て
野
山
代
価
六
百
五
十
円
の
地
を

村
中
永
久
の
予
備
と
な
し
け
る
と
な
む
。
重
右
衛
門
が
父
は
利
右
衛
門
と
い
ひ

し
が
、
久
し
く
病
に
臥
し
て
、
終
に
死
去
し
た
り
し
か
ば
、
重
右
衛
門
は
涙
の

乾
く
間
な
く
此
上
は
母
を
だ
に
長
く
世
に
あ
ら
せ
ん
と
て
、
夫
婦
と
も
心
を
用

い
介
抱
し
た
り
し
が
、
母
も
夫
婦
の
深
切
な
る
を
歓
び
、
七
十
を
過
ぐ
る
ま
で

甚
だ
健
か
に
孫
を
愛
し
て
、
家
内
の
睦
じ
き
を
外
よ
り
も
誉
め
羨
み
た
り
。
其

後
に
母
い
た
く
衰
へ
て
腹
痛
み
苦
し
み
危
く
見
え
し
ほ
ど
に
、
医
師
を
尋
ね
て

療
養
を
尽
く
し
、
少
し
快
く
な
り
け
れ
ば
、
何
事
も
母
の
心
に
任
せ
、
母
常
に
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酒
を
好
み
し
か
ば
、
屡
々
肴
を
調
へ
て
侑
め
妻
に
三
弦
を
ひ
か
せ
て
、
己
は
歌

し
ば
し
ば

す
す

ひ
な
が
ら
肩
腰
を
揉
み
な
ど
し
け
れ
ば
、
母
も
老
を
忘
れ
、
九
十
歳
ま
で
い
き

な
が
ら
へ
に
け
り
。
八
十
六
歳
に
て
痰
症
を
患
へ
け
れ
ど
も
、
其
の
家
貧
窮
な

れ
ば
、
薬
餌
を
始
め
朝
夕
の
食
物
ま
で
、
尽
く
調
へ
て

懇

に
扱
ひ
病
重
り
て

ね
ん
ご
ろ

よ
り
は
、
日
夜
と
ぶ
ら
ひ
て
父
の
如
く
に
肩
腰
を
按
摩
し
飲
食
を
す
す
め
保
養

し
け
る
ほ
ど
に
、
利
兵
衛
も
重
右
衛
門
を
実
子
の
如
く
に
思
ひ
て
、
片
時
も
側

を
離
ち
が
た
く
慕
ひ
た
り
し
と
ぞ
。
か
く
誠
実
な
る
行
ひ
、
官
に
も
聞
こ
え
け

た

れ
ば
、
絹
二
匹
を
賜
ひ
て
賞
せ
ら
れ
け
る
と
ぞ
。

①
も
と
「
棄
た
れ
」
に
作
る
が
、
文
意
に
よ
り
「
棄
て
ら
れ
」
に
改
め
た
。

（

）
山
本
北
山

33山
本
北
山
は
江
戸
の
人
な
り
。
少
年
の
時
に
亀
田
鵬
斎
と
深
く
相
交
は
り
た

り
し
が
、
「
共
に
文
章
の
巨
擘
と
な
り
、
旗
幟
を
各
方
に
樹
ち
て
歳
の
大
道
を
興

こ
し
て
一
世
の
英
雄
と
な
る
べ
し
。
子
に
於
て
盟
を
渝
ふ
る
こ
と
勿
れ
」
と
て
、

か

魏
の
曹
操
も
て
自
ら
処
り
、
鵬
斎
を
蜀
の
劉
備
に
比
し
け
る
と
な
む
。
北
山
は

天
性
箙
慨
に
し
て
諾
を
重
ん
じ
、
生
を
軽
ん
じ
、
古
昔
義
士
の
風
あ
り
。
下
野

が
ん
が
い

の
人
蒲
生
君
平
は
豪
傑
の
士
に
て
夙
に
勤
王
の
志
を
抱
き
た
り
し
が
、
四
方
に

遊
歴
し
て
京
摂
よ
り
江
都
に
反
り
し
と
き
阨
窮
す
る
こ
と
殊
に
甚
し
く
、
親
人

を
過
問
す
る
に
受
く
る
も
の
な
く
、
終
に
北
山
に
詣
り
し
に
、
北
山
一
見
す
る

い
た

や
愁
然
と
し
て
手
づ
か
ら
数
金
を
贈
り
け
れ
ば
、
君
平
駭
き
て
辞
す
る
を
、
「
足

下
遊
学
す
る
こ
と
数
年
に
及
び
、
今
ま
さ
に
郷
に
帰
ら
ん
と
し
て
衣
敝
れ
嚢
罄つ

く
る
は
尊
親
を
慰
む
る
所
以
に
非
ず
」
と
い
ひ
し
か
ば
、
君
平
も
感
涙
を
流
し
、

謝
し
て
受
け
た
り
し
と
ぞ
。

（

）
侯
無
可
（
中
国
）

34宋
の
侯
無
可
は
申
顔
と
交
は
る
こ
と
深
く
、
申
顔
は
一
日
も
無
可
を
見
ず
ん

ば
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
は
れ
た
り
。
人
そ
の
故
を
問
ふ
に
「
無
可
は
能
く
人
の

過
を
攻
む
る
も
の
な
り
。
一
日
も
無
可
を
見
ざ
れ
ば
、
吾
が
過
を
聞
か
ず
」
と

答
へ
た
り
。
二
人
は
倶
に
貧
し
く
僅
に
一
衣
あ
る
を
、
出
づ
る
ご
と
に
相
易
へ

て
服
せ
し
と
な
む
。

（

）
荀
巨
伯
（
中
国
）

35後
漢
の
荀
巨
伯
、
嘗
て
遠
く
友
人
の
疾
を
問
ひ
し
と
き
、
胡
騎
の
郡
を
攻
む

る
に
値
ふ
て
、
去
る
に
忍
び
ず
、
守
候
し
た
り
し
が
、
賊
来
り
て
見
る
や
、
「
大

軍
至
り
て
郡
み
な
空
し
。
汝
は
何
な
る
男
子
ぞ
。
敢
て
此
に
至
れ
る
や
」
と
い

ふ
に
、「
友
人
の
疾
め
る
も
の
あ
り
て
、
捨
つ
る
に
忍
び
ず
。
寧
ろ
吾
が
身
も
て

友
人
の
命
に
代
は
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
答
へ
け
れ
ば
、
賊
そ
の
義
に
感
じ

直
に
軍
を
旋
し
て
去
れ
り
と
ぞ
。

（

）
狄
仁
傑
（
中
国
）

36唐
の
狄
仁
傑
は
朝
に
仕
へ
て
法
曹
参
軍
と
な
り
し
と
き
、
友
人
鄭
崇
質
が
命

を
受
け
て
遠
方
に
使
せ
ん
と
す
る
を
見
て
、
之
に
語
り
け
る
に
は
「
足
下
が
母

は
年
老
い
て
病
に
臥
せ
る
な
ら
ず
や
。
余
は
足
下
の
遠
く
さ
る
を
視
る
に
忍
び

ず
。
足
下
に
代
り
て
此
の
命
を
奉
ぜ
ん
」
と
。
乃
ち
上
書
し
て
崇
質
を
止
め
自

ら
之
に
代
は
れ
り
と
ぞ
。

（

）
厳
梃
之
（
中
国
）

37唐
の
厳
梃
之
は
常
に
交
遊
を
重
ん
じ
、
心
に
生
死
と
も
易
へ
じ
と
誓
ひ
、
故
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人
の
孤
女
を
嫁
が
し
む
る
も
の
数
十
人
に
及
び
け
れ
ば
、
当
時
の
人
み
な
其
の

義
を
感
称
し
け
る
と
な
む
。

（

）
岑
文
本
（
中
国
）

38唐
の
岑
文
本
は
故
人
を
見
て
は
羈
旅
卑
賤
の
族
た
り
と
い
へ
ど
も
、
常
に
同

等
の
礼
を
尽
く
し
て
己
が
勢
位
を
挟
む
こ
と
な
し
。
劉
仁
軌
も
亦
其
の
故
旧
に

接
す
る
に
布
衣
の
時
の
如
く
に
し
て
け
る
と
ぞ
。

（

）
八
右
衛
門
・
新
右
衛
門

39土
佐
国
幡
多
郡
の
半
家
村
は
四
万
十
川
と
い
へ
る
河
原
に
在
り
て
、
山
深
く

大
巌
壁
立
し
人
跡
の
遠
き
所
な
り
。
昔
は
僅
に
五
十
六
戸
な
り
し
が
、
生
歯
滋

息
し
て
今
は
七
十
一
戸
と
な
れ
り
。
風
俗
愿
朴
に
て
、
毫
も
今
様
の
き
た
る
事

に
う
つ
ら
ず
。
農
工
雑
処
し
て
産
業
を
異
に
し
け
れ
ど
も
、
情
誼
共
に
同
じ
く

吉
凶
禍
福
と
も
相
救
ひ
、
田
租
な
ど
常
に
期
に
先
だ
ち
奉
り
て
、
少
し
も
郡
吏

の
督
促
を
受
け
し
こ
と
な
し
。
老
親
の
侍
養
す
べ
き
も
の
あ
る
か
、
或
は
病
に

罹
り
て
貧
し
く
な
り
し
も
の
あ
る
と
き
は
、
村
人
ど
も
相
か
た
ら
ひ
合
せ
て
、

と
も
ど
も
に
力
を
出
だ
し
、
務
め
て
破
産
に
至
ら
ざ
ら
し
め
け
れ
ば
、
凶
年
に

も
逃
亡
す
る
も
の
な
く
、
た
ま
た
ま
浮
浪
な
ど
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
公
役
を
務

め
て
常
の
産
あ
る
者
に
同
じ
。
あ
る
吏
人
あ
や
し
み
て
「
汝
等
の
如
き
は
他
村

に
て
は
公
役
を
奉
ぜ
ざ
る
者
な
る
に
、
村
人
が
労
を
分
た
ん
と
て
、
汝
等
に
推

し
及
ぼ
す
に
あ
ら
ず
や
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
間
人
ど
も
同
声
に
答
へ
て
「
し
か

に
は
べ
ら
ず
。
某
等
朝
夕
や
す
く
村
中
に
眠
食
す
る
は
、
国
家
の
恩
な
る
を
い

か
で
報
い
ず
て
や
は
あ
る
べ
き
」
と
い
へ
り
。
今
は
む
か
し
享
保
の
末
に
や
あ

り
け
ん
。
八
右
衛
門
・
新
右
衛
門
と
い
ふ
二
人
あ
り
け
り
。
共
に
病
に
臥
し
、

久
し
く
農
業
を
廃
し
て
い
つ
し
か
貧
乏
に
な
り
に
け
れ
ば
、
家
に
伝
へ
た
る
田

畠
を
公
に
奉
り
て
、
間
人
と
な
ら
ん
と
せ
る
を
、
荘
屋
某
聞
き
て
「
二
人
は
ふ

る
き
家
が
ら
の
者
ど
も
な
る
に
、
今
に
至
り
産
を
破
ら
し
め
ん
は
憫
む
べ
き
こ

と
な
り
」
と
て
、
村
人
を
諭
し
て
代
る
代
る
そ
の
田
畠
を
耕
作
せ
し
め
、
終
に

間
人
と
な
る
こ
と
を
免
れ
し
め
け
り
。
其
よ
し
国
守
に
聞
こ
え
け
れ
ば
、
村
人

等
が
扶
持
の
労
を
愛
で
米
四
十
三
俵
を
各
戸
に
分
け
賜
ひ
し
に
、
さ
ば
か
り
厚

き
褒
賞
を
も
、
あ
な
が
ち
栄
と
し
も
思
は
ざ
り
し
と
な
む
。
そ
は
か
く
互
に
救

ひ
合
ふ
な
ど
の
事
は
、
み
な
同
保
当
然
の
職
分
な
り
と
し
て
、
官
の
賞
賜
を
反

り
て
怪
し
く
思
ひ
た
る
な
り
。
斯
く
世
を
過
ご
す
ま
ま
に
、
宅
を
摂
ふ
る
に
も

か

村
中
相
助
け
て
、
た
と
ひ
余
財
の
あ
る
も
の
と
て
も
、
梁
木
三
門
に
あ
ま
る
を

ば
用
い
し
め
ず
。
土
産
の
茶
・
楮
皮
・
葛
粉
・
蕨
粉
な
ど
、
み
な
村
中
一
同
に

分
ち
、
租
米
を
献
ず
る
に
、
た
と
ひ
田
地
に
豊
耗
の
別
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
収

む
る
所
と
合
せ
て
輸
す
ゆ
え
に
、
少
し
も
多
寡
の
偏
あ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば

稀
に
間
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ど
、
貧
当
の
た
が
ひ
、
さ
の
み
な
き
こ
と
な

り
と
ぞ
。

※
本
訳
注
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究

（
一
般
）
「
泊
園
書
院
を

（B）

中
心
と
す
る
日
本
漢
学
の
研
究
と
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
」
（
研
究
代
表
者
：
吾
妻
重
二

課

題
番
号18H

00611

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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