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解
題
　
伊
　
藤
　
彌
　
彦

　
（
解
題
）

　

筑
摩
書
房
刊
行
の
植
手
通
有
編
﹃
徳
富
蘇
峰
集
﹄（
明
治
文
学
全
集

34
）
巻
末
﹁
年
譜
﹂
の
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
の
項
に
、﹁
三
月

十
五
日
、
八
十
七
誕
辰
祝
賀
席
上
﹃
八
十
七
誕
辰
自
述
﹄
及
び
﹃
痴
人
説

夢
﹄
を
小
冊
子
と
な
し
會
衆
に
頒
つ
。
⋮
三
月
晩
晴
草
堂
刊
﹂
と
い
う
記

事
が
あ
る
。
こ
の
小
冊
子
の
コ
ピ
ー
を
、
こ
の
度
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
こ
こ
に
採
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
現
物
は
、
私
の
調
べ
た
と
こ

ろ
で
は
、
熊
本
県
立
図
書
館
と
東
洋
文
庫
に
し
か
存
在
し
な
い
。
本
稿
は

熊
本
県
立
図
書
館
本
を
底
本
と
し
た
。

　

現
物
を
ひ
も
解
く
と
、﹃
八
十
七
誕
辰
自
述
﹄
及
び
﹃
痴
人
説
夢
﹄
は

二
冊
の
小
冊
子
で
は
な
く
、
二
十
七
頁
の
小
冊
子
の
な
か
の
二
つ
の
﹁
見

出
し
﹂
で
あ
っ
た
。
全
体
の
構
成
は
、
扉
に
写
真
版
で
蘇
峰
の
肖
像
と
墨

書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
次
に
十
四
頁
の
本
文
（﹁
八
十
七
誕
辰
自
述
﹂

頑
蘇
陳
人
お
よ
び
﹁
癡
人
説
夢
﹂
と
い
う
見
出
し
の
文
章
）
が
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。

　

な
お
十
五
頁
目
か
ら
二
十
七
頁
ま
で
に
は
、
中
島
司
に
よ
る
﹁
予
が
見

た
る
蘇
峰
翁
﹂
と
い
う
本
文
と
同
じ
く
ら
い
長
い
蘇
峰
略
伝
が
載
っ
て
い

る
が
、
今
回
は
採
録
し
な
か
っ
た
。
中
島
司
は
、
京
城
日
報
経
済
部
長
、

中
央
朝
鮮
協
会
主
事
、
一
時
、
蘇
峰
の
秘
書
を
勤
め
た
新
聞
人
で
あ
る
。

奥
付
け
に
は
、﹁
限
定
参
百
部
﹂﹁
熱
海
市
伊
豆
山
押
出
一
一
九　

徳
富
秘

書
室　

鹽
崎
彦
市
﹂
と
あ
る
。

　

テ
キ
ス
ト
に
し
た
底
本
に
は
、
誤
字
、
誤
植
、
カ
ス
レ
部
分
な
ど
が
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
し
っ
か
り
し
た
鉛
筆
書
き
の
訂
正
が
施
さ
れ
て
い

た
。
配
布
時
に
施
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
極
め
て
合
理
的
な
訂
正
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
生
か
し
、
更
に
気
付
い
た
誤
字
に
は
訂
正
を
施
し

た
。
ま
た
採
録
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
書
名
等
を
除
き
漢
字
は
原
則
と
し

て
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
が
、
旧
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

　

執
筆
当
時
の
蘇
峰
は
、
Ａ
級
戦
犯
容
疑
者
と
し
て
の
自
宅
拘
禁
と
財
産

差
押
え
処
分
を
、
す
で
に
一
九
四
七
年
九
月
に
解
除
さ
れ
て
い
た
が
、
依

然
、
公
職
追
放
中
で
あ
り
、
政
治
的
意
見
の
公
表
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
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ま
た
静
子
夫
人
を
亡
く
し
て
四
カ
月
後
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。

　
﹁
頑
蘇
陳
人
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
﹁
老
生
が
﹃
百

敗
院
泡
沫
﹄
と
云
ひ
つ
つ
、
更
に
﹃
頑
蘇
居
士
﹄
と
云
ふ
の
は
、
余
命
幾

何
も
な
き
ま
で
も
頑
張
つ
て
再
び
蘇
へ
り
、
更
に
新
た
な
る
前
途
に
向
つ

て
、
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
氣
持
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
説
明
が

あ
る
。
老
い
て
な
お
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
執
筆
当
時
の
蘇
峰
の
心
境
を
示

し
て
い
る
。

　

テ
キ
ス
ト
の
入
手
に
あ
た
っ
て
は
、
元
同
志
社
大
学
社
史
資
料
室
職
員

竹
内
力
雄
氏
の
迅
速
な
ご
協
力
に
拠
っ
た
。改
め
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

　
　
　

百
年
志
業
附
悲
歌
家
國
前
途

　
　
　

竟
奈
何
混
々
洪
流
々
不
盡

　
　
　

天
河
水
到
人
間
多

　
　
　
　
　

昭
和
二
十
四
年
二
月
初
七
暁
夢
中
有
作

　
　
　
　
　

吾
志
不
知
何
意
也　
　
　
　
　
　
　
　
　

頑
蘇
八
十
七
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本
文
）

　
　
　

八
十
七
誕
辰
自
述
（
昭
和
廿
四
年
三
月
十
五
日

第
八
十
七
回
誕
辰
席
上

）

 

頑　

蘇　

陳　

人　

　

今
年
も
ま
た
例
に
依
て
、
老
生
八
十
七
誕
辰
に
際
、
各
位
の
御
来
会
を

辱
く
し
た
る
こ
と
は
、
心
か
ら
御
礼
を
申
上
げ
ま
す
。

　

過
去
の
一
年
間
に
は
、
世
界
の
動
き
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
微
細
な
る

老
生
の
身
辺
に
さ
へ
も
、
少
か
ら
ざ
る
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
各

位
の
御
熟
知
の
事
で
つ
て
、
今
更
申
上
ぐ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
昨

年
申
上
げ
た
通
り
、
ソ
連
を
本
家
と
す
る
共
産
主
義
国
と
、
米
国
を
本
家

と
す
る
自
由
主
義
国
と
の
対
立
は
、
昨
年
に
比
し
て
更
に
緊
迫
の
度
を
加

へ
、
今
は
世
界
の
隅
か
ら
隅
ま
で
、
対
立
と
云
は
ん
よ
り
、
む
し
ろ
鍔
ぜ

り
合
ひ
の
光
景
に
て
、
そ
の
行
末
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
見
通
し
は
つ
き

ま
す
ま
い
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
今
な
ほ
追
放
の
身
で
あ
つ
て
、
現
在
の
政
治
を
論
ず
べ
き
で
は

な
く
、
た
ゞ
一
個
の
老
書
生
の
立
場
と
し
て
、
客
観
的
に
観
察
す
れ
ば
、

日
本
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
何
れ
の
世
界
に
も
、
現
在
ほ
ど
経
世
家
の
欠

乏
し
た
る
時
代
は
、
世
界
歴
史
有
つ
て
以
来
、
未
曾
有
で
は
あ
る
ま
い
か

と
思
ひ
ま
す
。
科
学
的
発
明
な
ど
は
、
実
に
驚
く
べ
き
進
歩
を
来
し
つ
ゝ

あ
る
が
、
世
界
平
和
の
大
経
綸
な
ど
と
云
ふ
事
は
、
極
め
て
貧
弱
で
あ
つ

て
、
何
処
も
彼
処
も
、
薮
医
者
の
み
の
繁
昌
の
世
の
中
と
、
申
す
外
あ
り

ま
す
ま
い
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

世
界
の
平
和
と
申
し
ま
す
が
、
平
和
の
道
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
考
へ

ら
れ
ま
す
が
、
現
実
的
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
勢
力
の
均
衡
と
云
ふ
が
、

第
一
条
件
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
此
の
勢
力
の
均
衡
に
依
つ
て
、
初
め

て
各
々
そ
の
処
を
得
、
従
つ
て
互
に
相
侵
さ
ず
、
侵
さ
れ
ず
、
こ
ゝ
に
平

和
が
請
来
せ
ら
る
ゝ
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
然
る
に
、
今
日
の
世
界
的
政

治
家
は
、
此
の
根
本
原
則
を
無
視
し
て
、
弱
肉
強
食
の
一
点
張
り
で
、
一

切
の
始
末
を
つ
け
ん
と
す
る
か
ら
、
や
が
て
は
手
の
ひ
ら
か
ら
水
が
漏
る

や
う
な
、
足
も
と
か
ら
鳥
の
た
つ
や
う
な
、
平
地
か
ら
波
瀾
が
起
る
や
う

な
、
青
天
か
ら
霹
靂
を
飛
ば
す
や
う
な
出
来
事
が
、
時
も
構
は
ず
、
処
を

構
は
ず
、
出
で
来
る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
繰
返
し
て
申
し
ま
す
が
、
何
も
政
治
を
論
ず
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
今
日
の
世
界
で
最
も
重
大
な
る
問
題
は
、
欧
州
に
於
て
の
独

逸
、
東
亜
に
於
て
の
日
本
、
即
ち
此
の
両
敗
戦
国
の
処
分
に
繋
が
つ
て
ゐ

る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。
言
ひ
換
ふ
れ
ば
、
両
国
に
対
す
る
講
和
問
題
の
解

決
如
何
に
依
て
、
世
界
の
平
和
は
、
安
全
の
方
向
に
動
く
か
、
不
安
全
の

方
面
に
動
く
か
と
云
ふ
事
に
な
る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
本
来
独
逸
と
は
、
多
く
の
点
と
云
ふ
よ
り
、
殆
ど
総
て
の
点
に

於
て
、
趣
味
が
異
つ
て
居
り
ま
す
。
虫
が
好
か
ぬ
と
は
云
は
ぬ
が
、
少
く
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と
も
気
が
合
は
ぬ
と
云
ふ
て
差
支
あ
り
ま
す
ま
い
。併
し
何
と
申
し
て
も
、

独
逸
は
欧
洲
に
於
け
る
秩
序
の
力
で
あ
り
ま
す
。
此
力
を
有
効
的
に
利
用

し
て
、
十
九
世
紀
の
末
端
は
、
少
く
と
も
欧
州
に
於
け
る
平
和
を
維
持
し

た
の
は
、
世
間
で
は
鉄
血
政
略
の
本
家
本
元
と
云
ふ
ビ
ス
マ
ル
ク
其
人
で

あ
り
ま
す
。
一
言
に
し
て
言
へ
ば
、
独
逸
は
欧
州
に
於
け
る
一
大
秩
序
力

で
あ
り
、
云
は
ゞ
一
大
堤
防
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
堤
防
が
何
故
に
第
二

次
世
界
大
戦
の
発
頭
者
と
な
つ
た
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

条
約
の
結
果
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
独
逸
人
に
負
い
き
れ
な
い
重
荷
を
負

は
せ
た
る
反
動
が
、
遂
に
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
を
し
て
、
そ
の
破
壊
的
勢
力
を
、

逞
し
く
せ
し
む
る
に
到
つ
た
根
本
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

日
本
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
私
は
語
る
こ
と
を
欲
し
ま
せ
ぬ
。
併
し
米

国
側
に
も
、
例
へ
ば
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
有
名
な
る
歴
史
家
べ
ア
ー
ド
教
授

の
如
き
は
、
我
等
と
同
一
の
考
へ
を
持
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
だ
け
は
、
申

上
げ
て
差
支
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
而
し
て
他
に
も
ま
た
、
相
当
多
く
の
同

意
見
者
が
あ
る
事
も
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ぬ
。
如
何
に
秩
序
が
大
切
と
云

つ
て
も
、
腹
が
減
つ
て
は
秩
序
は
保
て
ま
せ
ぬ
。
此
の
世
界
の
二
大
秩
序

力
が
、
第
二
︹
次
︺
世
界
大
戦
に
乗
り
出
し
た
所
以
は
、
研
究
を
す
れ
ば

多
く
の
事
情
も
あ
り
、
誘
因
も
あ
り
、
動
機
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
根
本
原

因
は
自
ら
生
き
ん
が
た
め
の
行
動
で
あ
つ
た
と
云
ふ
事
は
、
か
く
申
す
老

生
は
、
良
心
的
に
断
言
し
得
る
と
信
じ
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

今
日
の
世
界
の
悩
み
は
、
全
く
独
逸
と
日
本
と
が
、
そ
の
世
界
の
二
大

秩
序
力
た
る
機
能
を
、
働
ら
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
た
め
の
悩
み
で
あ
つ

て
、
若
し
世
界
の
秩
序
を
回
復
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
語
を
換
へ
て
言
へ

ば
、
世
界
の
平
和
を
請
来
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
先
づ
彼
等
に
、

秩
序
力
た
る
機
能
を
与
へ
よ
と
云
ふ
の
一
言
に
尽
き
て
居
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

是
れ
だ
け
で
は
老
生
が
何
を
語
つ
た
か
、
御
了
解
に
な
ら
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ぬ
が
、
是
れ
以
上
に
御
話
を
す
れ
ば
、
政
治
論
に
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
今
日
は
遺
憾
な
が
ら
差
控
へ
て
措
き
ま
す
。
兎
に
角
以
上

の
原
則
か
ら
、
今
後
の
対
独
若
く
は
対
日
の
講
和
問
題
を
観
察
し
て
、
果

し
て
如
何
の
成
行
に
な
り
ま
す
か
、
老
生
は
返
す
返
す
も
、
第
一
回
世
界

大
戦
後
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
條
約
が
、
戦
勝
国
の
指
導
者
達
に
も
、
ま
た
敗

戦
国
の
我
等
に
も
、
適
切
な
る
実
物
教
育
と
思
ひ
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

次
に
申
上
げ
た
い
事
は
、
老
妻
が
十
一
月
七
日
老
生
に
先
立
つ
て
、
不

帰
の
客
と
な
つ
た
る
事
で
あ
り
ま
す
。
此
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
位
の

深
厚
な
る
御
同
情
を
、
今
な
ほ
感
激
禁
じ
難
き
所
で
あ
り
ま
し
て
、
同
人

に
つ
い
て
申
上
げ
た
き
事
は
あ
り
ま
す
が
、此
の
場
合
は
差
控
へ
ま
し
て
、

た
ゞ
老
生
も
、
従
来
に
比
し
て
一
層
寂
し
く
暮
ら
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
各

位
に
於
か
せ
ら
れ
ま
し
て
も
、
御
繰
合
せ
の
出
来
る
限
り
は
、
御
来
訪
を

願
ひ
た
く
、
ま
た
御
音
信
も
願
ひ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

目
下
著
作
中
の
事
に
つ
い
て
は
、申
上
げ
た
き
事
も
数
々
あ
り
ま
す
が
、

昨
年
か
ら
本
年
に
か
け
て
出
版
し
た
る
﹃
敗
戰
學
校
・
國
史
の
鍵
﹄
を
初
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七
七
九

め
と
し
﹃
國
史
随
想
﹄
は
平
安
朝
に
及
び
、
更
に
既
に
第
三
冊
目
の
﹃
大

轉
換
時
代
﹄
は
、
目
下
印
刷
中
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
次
に
は
鎌
倉
時
代

の
代
表
者
と
し
て
﹃
源
頼
朝
﹄
を
主
題
と
し
て
、
既
に
約
三
分
の
一
を
稿

了
し
て
居
り
ま
す
。
其
外
に
、大
正
六
年
出
版
し
た
る
﹃
杜
甫
と
彌
耳
敦
﹄

が
、﹃
世
界
の
二
大
詩
人
﹄
と
し
て
、
新
装
の
下
に
、
近
き
將
来
に
於
て
、

限
定
版
と
し
て
刊
行
の
事
と
な
つ
て
居
り
ま
す
。
な
ほ
追
々
は
、
支
那
の

歴
史
と
取
り
組
み
た
く
、
目
下
準
備
中
で
あ
り
ま
す
が
、
如
何
な
る
形
式

で
出
で
来
る
べ
き
か
は
、
今
な
ほ
未
定
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

以
上
は
現
状
に
つ
い
て
申
上
げ
ま
し
た
が
、
鬼
が
笑
ふ
か
も
知
れ
ま
せ

ぬ
が
、
来
年
は
い
よ
〳
〵
米
寿
の
域
に
達
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
か
ら
、

其
際
は
各
位
に
於
か
せ
ら
れ
て
も
、然
る
べ
く
一
肩
御
脱
ぎ
下
さ
れ
た
く
、

今
日
か
ら
願
ひ
申
上
げ
て
置
き
ま
す
。

　
　
　

癡　

人　

説　

夢

　

老
生
は
決
し
て
愚
痴
を
こ
ぼ
す
積
り
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
た
ゞ
正
直
に

告
白
す
れ
ば
、
八
十
七
年
の
長
き
生
涯
は
全
く
無
駄
の
骨
折
り
を
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
我
が
志
す
所
と
反
対
の
結
果
を
来
し
、
所
謂
事
志
と
違
ふ

と
云
ふ
一
言
で
、
尽
き
る
か
の
如
く
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
で
自
ら
戒
名
を

撰
し
、﹁
百
敗
院
泡
沫
頑
蘇
居
士
﹂
と
付
け
て
居
り
ま
す
。
世
間
で
は
功

罪
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
老
生
に
取
て
は
、
一
生
の
収
穫
は
功
で

な
く
し
て
、
罪
に
落
ち
つ
い
た
か
の
如
く
に
察
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
な
ほ
厚
顔
に
も
各
位
に
対
し
、
彼
是
と
申
し
陳
ぶ
る
の
は
、
畢

竟
更
に
皇
国
の
前
途
に
向
つ
て
、
期
待
す
る
所
の
あ
る
が
た
め
で
あ
り
ま

す
。
云
は
ゞ
是
迄
の
勘
定
で
は
失
敗
に
帰
す
る
も
、
今
後
百
年
延
長
し
た

ら
ば
、
そ
れ
が
更
に
逆
転
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
前
途
に
望
み
を

属
し
て
ゐ
る
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
空
望
で
あ
る
か
、
実
望
で
あ

る
か
は
、
百
年
後
の
子
孫
が
、
判
断
を
し
て
呉
れ
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
自
ら
愛
国
者
な
ど
と
名
乗
る
程
の
己
惚
漢
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ

が
、
正
直
の
所
此
の
日
本
国
が
老
生
の
初
恋
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
生
の
終

り
を
告
げ
ん
と
す
る
今
日
に
於
て
も
、
ま
た
殆
ど
唯
一
の
恋
人
で
あ
り
ま

す
。
諺
に
恋
は
思
案
の
外
と
申
し
ま
す
が
、
何
故
か
老
生
は
日
本
が
可
愛

く
て
な
り
ま
せ
ん
。
時
と
し
て
は
可
愛
さ
余
つ
て
憎
さ
が
百
倍
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
併
し
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
可
愛
く
て
何
も
彼
も
日
本
の
た
め

に
差
出
し
た
い
と
云
ふ
事
が
、
老
生
の
悲
願
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
本
望
で

あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
が
十
歳
前
後
、
村
塾
に
ゐ
ま
し
た
頃
、﹃
新
聞
雜
誌
﹄
と
称
す
る

半
紙
刷
の
小
冊
子
が
、
当
時
の
維
新
政
府
の
手
に
依
て
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ

ま
し
た
。
其
中
に
漫
画
式
に
政
治
地
図
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
見
れ
ば
、

露
西
亜
が
大
口
を
開
い
て
世
界
を
一
呑
み
に
す
る
如
き
氣
勢
を
示
し
、
英

国
が
世
界
一
杯
拡
げ
ら
る
ゝ
だ
け
手
を
拡
げ
て
ゐ
る
。
日
本
と
云
へ
ば
、

世
界
の
片
隅
に
、
風
呂
桶
に
塵
を
浮
か
べ
た
位
の
程
度
で
、
描
か
れ
て
ゐ

た
。
当
時
老
生
は
、
福
沢
の
﹃
世
界
國
づ
く
し
﹄
を
暗
記
し
、
一
通
り
の
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世
界
の
各
国
に
つ
い
て
の
観
念
は
持
つ
て
ゐ
た
が
、
今
更
の
や
う
に
日
本

が
余
り
に
も
眇
た
る
一
島
国
で
あ
る
事
に
、
何
と
も
堪
ま
ら
ぬ
気
持
が
致

し
ま
し
た
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

必
ず
し
も
そ
れ
が
た
め
と
申
す
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
何
と
か
自
分
も

及
ば
ず
な
が
ら
、
此
国
の
た
め
に
御
奉
公
を
致
し
た
い
と
云
ふ
一
念
が
、

一
生
を
一
貫
し
、
遂
に
今
日
に
到
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
正
直
に
申
し
ま

す
れ
ば
、
老
生
は
皇
室
中
心
主
義
者
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
へ
ば
高

山
正
之
︹
高
山
彦
九
郎
︺
の
如
き
、
皇
室
其
物
に
対
し
て
、
直
ち
に
涙
を

流
す
と
云
ふ
程
の
、
熱
烈
な
る
尊
皇
家
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
老
生
は
恒
に
、

日
本
国
を
通
し
て
皇
室
を
見
、
ま
た
日
本
国
民
の
総
本
家
と
し
て
、
皇
室

を
見
、
今
日
の
言
葉
で
云
へ
ば
、
日
本
国
の
象
徴
と
し
て
、
皇
室
を
見
て

ゐ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
単
純
な
る
難
有
屋
と
か
忝
け
な
屋
と
か
云
ふ

者
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
何
と
申
し
て
も
、
私
の
心
に
は
、
何
よ
り
も
先
き

に
動
く
も
の
は
、
日
本
国
で
あ
り
、
同
時
に
日
本
国
民
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
老
生
が
国
史
を
著
作
す
る
時
に
も
、
殊
更
に
﹃
近
世
日
本
國
民

史
﹄
と
、
銘
を
打
つ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

人
間
が
立
身
を
す
る
に
は
、
そ
の
時
代
に
最
も
必
要
な
る
も
の
を
、
国

家
に
供
給
す
る
も
の
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、

立
身
出
世
の
道
か
ら
云
へ
ば
、
法
学
を
修
む
る
事
が
、
最
も
近
道
と
考
へ

ま
し
た
が
、
而
し
て
私
の
先
輩
は
、︹
し
︺
切
り
に
そ
れ
を
勸
め
て
呉
れ

ま
し
た
が
、
蘇
東
波
の
句
に
、﹁
読
書
万
巻
不
読　

マ

律　
ヲ

﹂
と
申
す
通
り
、
却

て
法
律
に
は
背
ろ
を
向
け
て
、
相
手
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
法
律

を
学
ん
で
役
人
に
な
つ
た
と
て
、
一
局
部
の
仕
事
よ
り
貢
献
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
自
分
は
微
力
短
才
で
は
あ
つ
た
が
、
国
家
の
枢
機
を
動
か
す

人
と
な
り
、
若
し
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
、
動
か
す
人
を
動
か
す
者
と
な

り
た
い
と
、
考
へ
て
ゐ
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

何
時
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
か
、
こ
れ
も
極
め
て
少
年
の
時
代
で
あ
り

ま
し
た
が
、
プ
ル
タ
ー
ク
の
英
雄
伝
を
読
み
、
希
臘
ア
テ
ナ
の
テ
ミ
ス
ト

ク
レ
ス
が
、
自
分
は
フ
リ
ュ
ー
ト
（
笛
）
を
吹
く
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
小

さ
い
国
を
大
き
な
国
と
な
す
事
は
出
来
る
と
云
ふ
た
事
を
読
ん
で
、
何
や

ら
我
が
心
を
得
た
る
も
の
と
思
ひ
、
何
等
も
人
並
の
修
養
は
で
き
な
い
ま

で
も
、
或
は
世
間
の
紳
士
並
の
芸
能
に
は
欠
け
て
ゐ
て
も
、
天
下
国
家
の

経
綸
に
つ
い
て
は
、
敢
て
一
歩
を
遜
る
ま
い
と
云
ふ
覚
悟
を
、
持
ち
続
け

て
參
り
ま
し
た
。×　

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
本
来
、
横
井
小
楠
学
派
の
雰
囲
気
の
中
に
養
は
れ
た
者
で
、
無

暗
に
門
戸
を
立
て
、
偏
屈
な
料
簡
を
以
て
、
互
に
排
斥
し
合
ふ
如
き
は
、

太
だ
宜
し
く
な
い
も
の
と
考
へ
て
居
り
ま
し
た
。
小
楠
の
詩
に
、﹁
彼
ヲ

是
ト
シ
亦
此
ヲ
非
ト
ス
、
是
非
一
方
ニ
偏
ス
、
姑
ク
是
非
ノ
心
ヲ
置
イ
テ

心
虚
ケ
レ
バ
即
チ
天
ヲ
見
ル
﹂
と
云
ふ
句
が
あ
り
、
又
﹁
道
既
ニ
形
体
無

ク
、
心
何
ゾ
拘
泥
有
ラ
ン
、
達
人
能
ク
明
了
、
深
ク
天
地
ノ
勢
順
フ
、﹂

の
句
が
あ
り
、
是
等
の
詩
は
、
老
生
の
最
も
服
膺
し
た
る
所
で
あ
つ
て
、

そ
の
た
め
に
老
生
は
、
一
生
政
党
政
派
に
も
加
は
ら
ず
、
宗
教
に
も
一
時
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七
八
一

キ
リ
ス
ト
教
会
に
列
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
新
嶋
先
生
に
向
つ
て
、
洗
礼

を
返
上
し
た
や
う
な
次
第
で
あ
り
、
今
日
で
も
全
く
日
本
に
於
け
る
一
個

の
無
籍
者
で
、
た
ゞ
自
ら
期
す
る
所
は
、
忠
良
な
る
皇
民
で
あ
る
と
云
ふ

だ
け
の
事
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

併
し
か
く
申
せ
ば
と
て
、
無
主
義
、
無
定
見
、
無
節
操
を
以
て
、
た
ゞ

時
局
に
便
乗
す
る
者
と
誤
解
せ
ら
れ
て
は
、
頗
る
本
意
に
反
く
次
第
で
あ

り
ま
す
。
老
生
は
皇
室
を
中
心
と
し
て
、
日
本
を
打
つ
て
一
団
と
し
、
日

本
を
中
心
と
し
て
、
先
づ
東
亜
の
解
放
よ
り
着
手
し
、
進
ん
で
世
界
の
泰

平
に
貢
献
せ
ん
と
欲
し
た
る
者
で
、
横
井
小
楠
の
﹁
何
ゾ
富
国
ニ
止
マ
ラ

ン
、
何
ゾ
強
兵
ニ
止
マ
ラ
ン
、
大
義
ヲ
四
海
ニ
布
カ
ン
ノ
ミ
﹂
と
の
理
想

は
、
即
ち
老
生
の
一
生
の
信
念
で
あ
り
ま
し
て
、
今
更
自
分
が
軍
国
主
義

者
と
か
、
戦
争
挑
発
者
な
ど
と
云
は
れ
る
事
は
、
意
外
千
万
で
あ
り
ま
す
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

老
生
は
長
き
歳
月
の
間
に
、
世
間
に
問
ふ
た
る
言
論
は
、
そ
の
数
に
於

て
も
、
そ
の
分
量
に
於
て
も
恐
ら
く
は
同
時
代
に
於
て
は
、
比
類
少
き
一

で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
従
つ
て
そ
の
言
論
の
一
片
一
片
を
、
老
巧
な
検

察
官
の
如
き
眼
を
通
し
て
検
査
し
た
な
ら
ば
、
自
家
撞
着
も
決
し
て
少
く

な
い
と
思
ひ
ま
す
。
老
生
の
言
論
は
対
症
投
薬
で
、
詩
人
に
向
つ
て
は
詩

を
説
き
、
剣
客
に
向
つ
て
は
剣
を
談
じ
、
喫
茶
者
に
は
茶
、
好
酒
家
に
は

酒
、
必
ず
し
も
執
一
の
見
を
以
て
、
所
謂
る
一
薬
万
病
を
医
す
る
と
云
ふ

や
う
な
、
霊
妙
の
術
を
逞
し
く
す
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
、
千
創
百

孔
、
穴
探
し
を
せ
ん
と
す
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
あ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
り

ま
す
。
併
し
老
生
は
た
ゞ
一
念
、
如
何
に
し
て
日
本
を
、
世
界
列
強
に
伍

し
て
、
有
力
な
る
発
言
権
の
持
主
と
な
ら
し
む
べ
き
か
と
云
ふ
事
に
、
一

切
を
貢
献
し
来
た
る
に
過
ぎ
ま
せ
ぬ
。
そ
の
要
略
は
、
大
正
の
末
期
、
当

時
老
生
が
主
宰
し
た
る
、
国
民
新
聞
の
綱
領
と
し
て
掲
げ
た
る
も
の
を
一

覧
せ
ら
る
れ
ば
、
自
ら
分
明
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
即
ち
以
下
そ
の
項
目

を
申
し
ま
す
る
と
、
︱
︱

　

我
が
国
民
新
聞
の
本
領
は
、
江
湖
周
知
の
事
、
改
め
て
宣
明
す
る
を
要

せ
ず
。
然
し
今
試
み
に
其
の
要
項
を
掲
ぐ
れ
ば
、
概
し
て
左
の
如
し
。

　

一　

皇
室
中
心
主
義
を
奉
持
す
る
事
。

　

一　

 

万
世
一
系
の
皇
室
を
翼
戴
し
て
、
国
民
相
互
の
間
に
平
民
主
義
の

徹
底
を
期
す
る
事
。

　

一　

特
権
階
級
の
政
治
を
改
善
し
て
、名
実
共
に
憲
政
の
美
を
済
す
事
。

　

一　

普
通
選
挙
即
行
の
事
。

　

一　

自
主
的
外
交
振
作
の
事
。

　

一　

 

教
育
家
の
位
置
を
向
上
せ
し
め
、
教
育
の
普
及
と
改
善
と
を
希
図

す
る
事
。

　

一　

 

左
傾
的
の
過
激
思
想
と
、
右
傾
的
の
反
動
思
想
を
排
し
て
、
中
正

公
明
な
る
日
本
固
有
の
皇
道
に
よ
り
て
、
醇
良
穩
健
な
る
国
民
的

思
想
を
長
養
す
る
事
。

　

一　
 

人
間
相
愛
の
道
義
心
を
鼓
吹
し
、
世
界
に
於
け
る
最
善
最
美
の
万

有
を
摂
取
し
、
世
界
共
通
の
文
化
に
貢
献
す
る
事
。

　

一　

 
黄
白
人
種
の
偏
見
を
打
破
し
、我
が
東
亜
の
黄
色
人
種
の
為
め
に
、

一
大
平
権
運
動
の
案
内
者
た
る
事
。
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一　
 

帝
国
の
男
女
青
年
の
味
方
と
し
て
、
恒
に
そ
の
相
談
相
手
た
る
を

期
す
る
事
。

　

一　

 
開
国
進
取
の
皇
謨
に
準
由
し
、
海
外
に
向
つ
て
、
平
和
的
、
経
済

的
の
発
展
、
膨
張
を
期
す
る
事
。

　

一　

 

陸
海
軍
を
国
民
化
し
、
軍
人
と
市
民
と
の
間
を
接
近
せ
し
め
、
全

国
皆
兵
の
実
を
挙
げ
、
国
内
に
所
謂
武
門
武
士
の
特
別
階
級
無
か

ら
し
む
る
を
期
す
る
事
。

　

一　

 

即
今
、
無
援
無
告
の
窮
地
に
あ
る
中
産
階
級
に
対
し
て
は
、
深
甚

の
同
情
を
以
て
、
護
持
に
勗
む
る
事
。

　

一　

 

婦
人
の
位
地
を
向
上
せ
し
め
、
其
の
経
済
的
独
立
と
、
政
治
的
自

由
と
を
保
障
す
る
事
。

　

一　

 

家
庭
の
清
潔
を
把
持
し
、
夫
婦
の
貞
操
を
保
全
し
、
男
女
の
関
係

を
正
し
く
す
る
事
。

　

一　

 

世
界
の
大
勢
に
順
応
し
て
、
質
実
剛
健
、
義
勇
奉
公
の
民
性
を
涵

養
し
、
一
方
に
於
て
は
、
自
主
独
立
の
精
神
を
発
揮
し
、
他
方
に

於
て
は
、
相
互
戮
協
の
性
情
を
陶
冶
し
、
個
人
と
し
て
は
良
好
の

人
間
た
り
、
家
庭
に
於
て
は
良
好
な
る
家
族
た
り
、
国
家
に
於
て

は
良
好
な
る
国
民
た
り
、
世
界
に
於
て
は
良
好
な
る
世
界
的
市
民

た
る
を
期
す
る
事
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

こ
れ
が
即
ち
当
時
に
於
け
る
老
生
の
意
見
の
大
綱
を
列
挙
し
た
る
も
の

で
、
大
正
よ
り
以
前
、
明
治
に
溯
る
も
、
大
正
よ
り
以
後
、
昭
和
に
進
み

来
る
も
、
後
ろ
を
顧
み
て
も
、
前
を
見
て
も
、
こ
れ
に
依
て
老
生
が
如
何

な
る
思
想
の
持
主
で
あ
つ
た
か
と
云
ふ
事
は
、
多
言
を
須
た
ず
何
人
で
も

知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
思
ひ
ま
す
。
老
生
の
知
人
な
ど
は
、
何
時
頃

か
ら
先
生
の
平
民
主
義
は
、
帝
国
主
義
に
変
じ
た
か
な
ど
と
、
云
ふ
人
が

あ
り
ま
す
が
、
老
生
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
君
万
民
の
意
見
者
で
あ
つ

て
、
最
も
階
級
的
観
念
に
は
縁
遠
き
者
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
な
れ

ば
、
階
級
的
観
念
は
、
日
本
を
挙
国
一
致
の
態
勢
た
ら
し
む
る
に
、
最
も

妨
害
あ
る
も
の
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
華
族
が
皇
室
の
藩
屏
な
ど

と
云
ふ
文
句
は
、
国
民
を
侮
辱
し
た
る
文
句
で
、
老
生
は
未
だ
曾
て
之
を

是
認
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

×　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

次
に
ま
た
、
東
亜
を
白
皙
人
種
の
植
民
地
視
し
た
る
事
は
、
老
生
の
最

も
遺
憾
と
し
た
る
所
で
、
世
界
の
大
乱
は
、
こ
の
人
種
不
平
等
よ
り
生
ず

る
も
の
と
考
へ
、
世
界
の
泰
平
を
来
す
た
め
に
は
、
人
種
的
平
等
運
動
が

第
一
の
急
務
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
先
づ
そ
れ
を
日
本
よ

り
始
め
、
惹
い
て
我
が
東
亜
諸
国
に
及
ぼ
し
た
い
と
信
じ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
然
る
に
そ
の
結
果
は
、
日
本
は
強
国
と
も
な
ら
ず
、
大
国
と
も
な
ら

ず
、
元
の
杢
阿
彌
と
な
ら
ね
ば
ま
だ
し
も
、
今
日
の
如
き
全
く
独
立
の
国

家
態
勢
を
失
墜
し
、
永
久
で
な
し
と
は
云
へ
、
当
座
で
あ
り
と
云
へ
、
眼

前
に
見
せ
つ
け
ら
る
ゝ
に
於
て
は
、
今
更
日
本
国
に
対
し
て
申
訳
の
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
生
き
て
も
死
ん
で
も
居
た
ま
ら
な
い
と
は
、
即
ち
此
事

で
あ
り
ま
す
。
併
し
日
本
国
自
身
は
、
国
家
と
し
て
の
全
く
破
算
者
と
な

つ
た
が
、
そ
の
た
め
に
東
亜
諸
国
は
、
何
れ
も
解
放
の
光
明
を
見
、
印
度

の
独
立
、
ビ
ル
マ
の
独
立
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
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立
、
安
南
の
独
立
、
朝
鮮
の
独
立
、
或
は
半
成
、
或
は
未
成
な
り
と
雖
、

何
れ
も
そ
の
曙
光
を
見
る
に
至
つ
た
こ
と
は
、
我
等
が
衷
心
頗
る
欣
喜
に

禁
へ
ざ
る
事
で
あ
つ
て
、
或
る
意
味
に
於
て
は
、
己
れ
を
損
し
て
他
を
益

し
た
と
云
ふ
も
過
言
で
な
く
、
必
ず
し
も
我
等
の
見
当
は
、
間
違
つ
て
ゐ

な
か
つ
た
と
云
ふ
事
が
、
証
明
せ
ら
る
ゝ
。
た
ゞ
そ
れ
が
日
本
そ
の
も
の

に
対
し
て
、
逆
効
果
を
来
し
た
の
は
、
理
想
の
間
違
ひ
で
な
く
、
之
を
実

行
す
る
方
法
の
極
め
て
幼
稚
、
極
め
て
杜
撰
、
極
め
て
粗
漏
で
あ
つ
た
た

め
で
あ
つ
て
、
若
し
万
一
緒
戦
の
大
成
功
時
期
に
於
て
、
直
ち
に
、
和
平

工
作
を
開
始
し
た
な
ら
ば
そ
の
効
果
は
如
何
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
若

し
万
一
明
治
三
十
七
八
年
の
役
が
、
奉
天
大
会
戦
、
日
本
海
大
海
戦
を
以

て
終
末
を
告
げ
ず
、
な
ほ
懸
軍
万
里
、
日
本
の
全
力
を
シ
ベ
リ
ア
方
面
に

傾
倒
し
た
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
如
何
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
之
を
思
へ

ば
、
如
何
に
所
謂
る
大
東
亜
戦
争
に
於
け
る
日
本
が
、
外
交
軍
政
の
知
識

両
な
が
ら
貧
弱
で
あ
つ
た
か
を
、
証
明
す
る
に
余
り
あ
り
と
云
は
ね
ば
な

ら
ぬ
。
今
更
之
を
繰
返
し
て
も
致
方
は
な
い
が
、
我
等
は
此
の
苦
が
き
経

験
を
、
如
何
に
將
来
に
向
つ
て
善
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
更
に
頑
張
る

必
要
が
あ
る
。
老
生
が
﹁
百
敗
院
泡
沫
﹂
と
云
ひ
つ
つ
、
更
に
﹁
頑
蘇
居

士
﹂
と
云
ふ
の
は
、
余
命
幾
何
も
な
き
ま
で
も
頑
張
つ
て
再
び
蘇
へ
り
、

更
に
新
た
な
る
前
途
に
向
つ
て
、
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
氣
持
を
示
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。×　

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　

×

　

余
計
な
事
を
喋
べ
り
、
今
更
汗
顔
の
至
り
で
あ
り
ま
す
が
、
老
生
も
或

時
は
日
本
の
政
党
に
幻
滅
を
感
じ
、或
時
は
日
本
の
官
僚
に
幻
滅
を
感
じ
、

或
時
は
日
本
の
軍
人
に
幻
滅
を
感
じ
、
或
時
に
は
日
本
国
そ
の
も
の
に
向

つ
て
幻
滅
を
感
じ
、
殊
に
そ
の
最
も
微
な
る
一
人
た
る
老
生
自
身
に
向
つ

て
幻
滅
を
感
じ
、
屢
々
絶
望
の
深
谷
に
跳
び
込
ま
ん
と
し
た
が
、
此
処
で

大
死
一
番
、
更
に
死
中
活
を
求
む
る
の
新
希
望
を
生
じ
、
極
め
て
短
か
き

余
命
を
、
そ
の
た
め
に
捧
げ
ん
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
我
が
親
愛
な
る
交
友
諸
君
に
向
つ
て
、
率
直
な
る
自
己
表
現
で
あ

り
冀
く
ば
教
正
を
賜
は
ら
ん
事
を
、
願
つ
て
已
み
ま
せ
ぬ
。


