
御
名

明
治
二
十
三
年
十
月

八
六
九

日
本
の

0
皇
祖
皇
宗

（
東
京
大
慇
蔽
•
原
本
）

9

ヵ

ぎ

’

t

p

§

l

9
『

f,

が
月
'
‘
・
・

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日

御
璽
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祖
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ス
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ラ
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勅
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明
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（
平
田
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1
0
1
――
 

金
鶏
勘
章
は
「
絞
賜
條
令
」
に
依
つ
て
、
功
級
は
武
功
の
外
、
階
級
に
依

つ
て
差
が
あ
る
こ
と
に
さ
れ
た
た
め
、
如
何
に
抜
群
の
武
功

を
立
て
て
も
尉
官
の
初
叙
は
功
五
級
に
止
り
、
牌
官
の
初
絞
功
三
級
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
が
問
題
と
さ
れ
て
、

イ
ツ
の
鐵
十
字
章
の
や
う
に
、
功
級
を
附
け
な
い
方
が
良
い
と
い
ふ
詮
が
出
さ
れ
た
が
、
賓
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

1
0
三

朕
惟
フ
ニ
我
力
皇
祖
皇
宗
國
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
二
徳
ヲ
樹

ツ
ル

コ
ト
深
厚
ナ
リ
我
力
臣
民
克
ク
忠
二
克
ク
孝
二
億

兆
心
ヲ
―
ニ
シ
テ
世
世
厭
ノ
美
ヲ
清
セ
ル

ハ
此
レ
我
ヵ
國
膿
ノ
精
華
ニ
シ
テ
教
育
ノ
淵
源
亦
賓
二
此
二
存
ス
爾
臣
民

父
母
二
孝
二
兄
弟
二
友
二
夫
婦
相
和

シ
朋
友
相
信

シ
恭
倹
己
レ
ヲ
持
シ
博
愛
衆
二
及
ホ
シ
學
ヲ
修
メ
業
ヲ
習
ヒ
以
テ

智
能
ヲ
啓
嶺
シ
徳
器
ヲ
成
就
シ
進
テ
公
盆
ヲ
廣
メ
世
務
ヲ
開
キ
常
二
國
憲
ヲ
重

シ
國
法

二
遵
ヒ
一
旦
緩
急
ア
レ
ハ
義

勇
公
二
奉
シ
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ

シ
是
ノ

如
キ
ハ
獨
リ
朕
力
忠
良
ノ
臣
民
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
又
以
テ

斯
ノ
道
ハ
賓
二
我
力
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
子
孫
臣
民
ノ
倶
二
遵
守
ス
ヘ
キ
所
之
ヲ
古
今
二
通
シ
テ
謬
ラ
ス
之
ヲ

中
外
二
施
シ
テ
惇
ラ
ス
朕
爾
臣
民
卜
倶
二
拳
拳
服
贋
シ
テ
咸
其
徳
ヲ
―
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ

ち

ん

お

も

わ

く

わ

う

そ

く

わ

う

そ

う

く

に

は

じ

く

わ

う

ふ

ん

と

く

た

し

ん

こ

う

わ

し

ん

み

ん

よ

ち

ゆ

う

よ

か

う

お

く

て

う

こ

：

ろ

朕
惟
ふ
に
、
我
が
皇
祖
皇
宗
國
を
肇
む
る
こ
と
宏
遠
に
、
徳
を
樹
つ
る
こ
と
深
厚
な
り
。
我
が
臣
民
、
克
＜
忠
に
克
＜
孝
に
、
億
兆
心
を

い

つ

よ

よ

そ

び

な

こ

わ

こ

く

た

い

せ

い

く

わ

け

う

い

く

え

ん

げ

ん

ま

た

じ

つ

こ

こ

そ

ん

な

ん

ぢ

し

ん

み

ん

ふ

ぼ

か

う

一
に
し
て
、
世
世
蕨
の
美
を
清
せ
る
は
、
此
れ
我
が
國
橙
の
精
華
に
し
て
、
敢
育
の
淵
源
亦
賓
に
此
に
存
す
。
爾
臣
民
、
父
母
に
孝
に
、

け

い

て

い

い

ぅ

ふ

う

ふ

あ

ひ

わ

ほ

う

い

う

あ

ひ

し

ん

き

よ

う

け

ん

お

の

ぢ

は

く

あ

い

し

9
う

お

よ

が

く

を

さ

げ

ふ

な

ら

も

っ

ち

の

う

け

い

ば

つ

と

く

兄
弟
に
友
に
、
夫
婦
相
和
し
、
朋
友
相
信
じ
、
恭
倹
己
れ
を
持
し
、
博
愛
衆
に
及
ぽ
し
、
學
を
修
め
業
を
習
ひ
、
以
て
智
能
を
啓
稜
し
徳

ぎ

じ

ゃ

う

じ

ゅ

す

ヽ

ん

こ

う

え

き

ひ

ろ

せ

い

む

ひ

ら

っ

ね

こ

く

け

ん

お

も

ん

こ

く

は

ふ

し

た

が

い

っ

た

ん

く

わ

ん

き

ふ

ざ

ゆ

う

》い
う

ほ

う

も

つ

て

ん

じ

ゃ

う

む

ぎ

ゆ

う

器
を
成
就
し
、
進
で
公
盆
を
廣
め
世
務
を
開
き
、
常
に
國
憲
を
重
じ
國
法
に
遵
ひ
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ
、
以
て
天
壌
無
窮

く
わ
う
う
ん

ふ

よ

く

か

く

ご

と

ひ

と

ち

ん

ち

ゅ

う

り

や

う

し

ん

み

ん

ま

た

し

つ

な

ん

ぢ

そ

せ

ん

ゐ

ふ

う

け

ん

し

や

う

た

の
皇
運
を
扶
冥
す
べ
し
。
是
の
如
き
は
、
獨
り
朕
が
忠
良
の
臣
民
た
る
の
み
な
ら
ず
、
又
以
て
爾
祖
先
の
遺
風
を
顕
彰
す
る
に
足
ら
ん
。

誓

患

‘

釦

岳

鉛

尉

罰

酎

鄭

に

し

て

、

贔

尉

贔

尉

嗚

‘

す

べ

き

閃

尉

塁

恥

じ

て

釦

平

‘

后

悶

畠

こ
と
を
庶
幾
ふ
。

も

と

な

ん

ぢ

し

ん

み

ん

と

も

け

ん

け

ん

ふ

く

よ

う

み

な

そ

の

と

く

い

つ

し
て
惇
ら
ず
、
朕
、
爾
臣
民
と
倶
に
拳
拳
服
贋
し
て
、
咸
其
徳
を
一
に
せ
ん

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日

叡
盆
叩
町

皇
室
の
御
先
祖
。
天
照
大
神
始
め
祖
先
の
神
々
と
神
武
天
皇
以
下
歴
代
の
天
皇
。
な
ほ
杉
浦
重
剛
『
倫
理
御
進
講
草
案
』
に
は
「
我

が
皇
祖
皇
宗
」
の
「
我
が
」
を
複
敷
と
し
、
「
我
が
と
は
複
数
に
し
て
、
天
皇
御
自
身
懺
然
と
し
て
宣
ふ
朕
の
箪
敷
な
る
に
反
し
て
、
温
情
溢
る
る

御
心
よ
り
我
等
が
と
宣
ふ
。
さ
れ
ば
文
部
省
の
英
繹
勅
語
に
も

O
u
r

と
複
敷
に
繹
す
」
と
述
べ
て
あ
る
。

0
國
を
鐙
む
る
こ
と
宏
遠
に

‘, 
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ム
ヘ
キ
ノ
覺
悟
ア
ル
ヘ
シ

八
七

友
人
が
互
に
偽
ら
ず
欺
か
ず
に
誠
の
心
で
交
は
る
こ
と
。

0
恭
倹
己
れ

つ
、
し
み
深
く
お
ご
り
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、
放
縦
に
流
れ
ず
、
つ
、
ま
し
や
か
に
自
分
の
身
を
保
つ
こ
と
。
恭
は
、
う
や
／
＼
し
く
謙
遜

で
あ
る
こ
と
、
倹
は
、
欲
望
を
節
制
し
放
埒
に
な
ら
な
い
こ
と
。

0
智
能
を
啓
登
し
知
識
才
能
を
ひ
ら
く
こ
と
。
啓
褻
は
、
ひ
ら
い
て
導
く
こ

と。

「論
語
・
述
而
』
に
「
不
ふ
憤
不
砿啓
、
不
祉
茉
＇
＞
登
」
と
あ
る
の
に
本
づ
く
語
。

0
徳
器
を
成
就
し

立
派
な
人
格
に
自
分
を
つ
く
り
上
げ
る

こ
と
。
徳
器
は
立
派
な
人
格
、
ま
た
は
人
格
と
才
能
の
意
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
成
就
は
、
仕
上
げ
る
、
作
り
上
げ
る
意
。

0
公
盆

ど
の
差
迫
っ
た
愛
事
。
緩
は
、
ゆ
る
や
か
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
含
ま
ず
に
急
の
字
に
添
へ
た
も
の
。

0
義
勇
公
に
奉
じ

基
く
勇
氣
を
振
ひ
起
し
て
、
國
家
公
共
の
た
め
に
壷
力
す
る
と
い
ふ
こ
と
。

奉
公
の
語
は
『
春
秋
左
氏
停
・
定
公
・
十
三
年
』
「
史
記
・
廉
頗
蘭
相

如
列
偉
』
等
に
見
え
る
。

0
天
壌
無
窮
の
皇
運
皇
國
の
天
地
と
共
に
窮
り
な
く
榮
え
行
く
創
造
進
化
。
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
に
、
天
照
大
神
が

皇
孫
に
勅
し
て

f
塁
届
ぇ
ま
さ
む
こ
と
、

m応
町
と
窮
り
無
け
む
」
と
の
た
ま
は
れ
た
と
あ
る
こ
と
に
本
づ
く
。
運
は
運
命
の
運
で
は
な
く
、

た
す
け
る
こ
と
。
扶
も
翼
も
た
す
け
る
と
い
ふ
意
。

0
是
の
如
き
は

祖
先
が
の
こ
し
て
お
か
れ
た
美
風
。

0
顕
彰
す

易
の
流
行
韓
運
、
す
な
は
ち
創
造
進
化
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
。

0
扶
翼

「
爾
臣
民
父
母
に
孝
に
」
以
下

「
天
壊
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
ぺ
し
」
ま
で
を
受
け
る
。

0
遺
風

る
に
足
ら
ん
十
分
に
明
か
に
あ
ら
は
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

0
遺
訓
遺
さ
れ
た
数
訓
。

0
遵
守
し
た
が
ひ
ま
も
る
。

0
之
を
古
今
に
通

じ
て
謬
ら
ず
こ
れ
を
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
何
時
の
時
代
に
寅
行
し
て
も
間
違
っ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
。

0
中
外
に
施
し
て
惇
ら
ず
國
内

で
賓
行
し
て
も
、
園
外
で
賓
行
し
て
も
濡
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
。

「惇
る
」
は
、

そ
む
く
、
反
す
る
、
た
が
ふ
。

0
拳
拳
服
膚
し
て
謹
ん
で
さ
心
け

。
拳
々
は
、
捧

シ

テ

ハ

9

持
つ
や
う
に
、
片
時
も
そ
の
身
を
離
さ
ず
に
、
よ
く
守
る
こ
と
。
『
中
庸
』
に
「
得
二
善
一
則
拳
拳
服
膚
而
弗
五
含
之
突
」
と
あ
る

君
臣
一
堕
と
な
っ
て

持
す
る
さ
ま
。
服
膚
は
、
胸
に
著
け
る
こ
と
、
す
な
は
ち
よ
く
守
る
こ
と
を
い
ふ
。

0
咸
其
徳
を

一
に
せ
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ

そ
の
徳
を
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
。
君
民
共
々
、
學
徳
を
磨
い
て
人
格
を
純
一
に
し
、
同
じ
ゃ
う
に
立
源
な
人
に
な
る
こ
と
を

深
く
望
む
と
の
意
で
あ
る
。
『
書
綬

．
咸
有
一
徳
』
に
「
咸
有
二
徳
―
」
と
あ
る
。

明
治
十
三
年
十
二
月
の
改
正
教
育
令
、
そ
し
て
そ
れ
に
積
く
十
四
年
五
月
の
小
學
校
敦
則
網
領
、
六
月
の
小
學
校
教
員
心
得
の
登
布
ほ
、

嘗
時
の
文
教
政
策
が
明
治
十
二
年
の
教
學
に
闊
す
る
「
聖
旨
」
の
線
に
沿
つ
て
推
進
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

明
治
天
皇
は
そ
の
事
を
嘉
納
せ
ら
れ
、
更
に
奨
動
し
て
い
ら
せ
ら
れ
た
。
十
五
年
二
月
二
十
一
日
に
文
部
卿
祗
岡
孝
弟
に
偉
へ
ら
れ
た

敦
育
ノ
事
ハ
固
ョ
リ
一
時
二
遂
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
恨
令
現
任
文
部
卿
ヲ
替
ル
ト
モ
文
部
省
二
於
テ
ハ
此
旨
趣
ヲ
一
貫
シ
徹
底
セ
シ

明
治
二
十
三
年
十
月
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（
阿
部
） 正

義
に

國
憲
國
の
政
治
の
本
に
な
る
お
き
て
。
憲
法
。

0
一
旦
綬
急
あ
れ
ば

を
持
し

に

友
愛
を
以
つ
て
交
は
る
こ
と
。
仲
好
く
す
る
こ
と
。

0
朋
友
相
信
じ

そ
の
國
の
本
質
と
、

元。

0
爾
臣
民

そ
れ
か
ら
登
し
た
歴
史
的
な
種
々
の
特
色
と
を
綜
合
し
た
も
の
の
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
る
。

〇
精
華

は
、
混
り
も
の
の
な
い
純
梓
な
も
の
を
意
味
し
、
華
は
、
花
、
若
し
く
は
美
、
光
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

0
淵
源

み
な
も
と
。
事
物
の
起
る
根

爾
は
汝
と
同
じ
。
軽
く
呼
ぶ
時
に
用
ゐ
ら
れ
る
語
。
す
べ
て
の
國
民
に
向
つ
て
親
し
く
御
呼
び
か
け
に
な
ら
れ
た
御
言
葉
。

0
友

公
衆
の
利
盆
。

O

一
度
ぴ
國
家
に
一
大
事
が
起
っ
た
場
合
に
は
。
緩
急
は
、
危
急
。
殿
争
な

最
も
美
し
い
特
色
。
精

國
を
、
遥
か
大
昔
に
遠
大
な
理
想
を
以
つ
て
御
開
き
に
な
り
。
鑑
は
始
と
同
じ
。
雖
圏
の
語
は
『
書
経
・
酒
詰
』
に
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
崇
神
天

は
つ
く
こ
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

皇
紀
に

「
御
肇
國

天
皇
」
と
出
づ
゜
宏
は
、
腐
ま
た
は
大
の
意
。
宏
遠
は
、
ひ
ろ
く
遠
い
こ
と
。
時
間
的
、
空
間
的
に
悠
遠
猥
大
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
理
想
、
精
紳
の
遠
大
な
こ
と
を
含
め
て
い
ふ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

0
徳
を
樹
つ
る
こ
と
深
厚
な
り

徳
の
原
義
は
得
、
身
に
著
け
た
美
億
、

道
義
を
い
ひ
、
ま
た
恩
恵
、
名
望
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
古
語
で
は
「
う
つ
く
し
ぴ
」
と
訓
ん
だ
。
こ
こ
に
い
ふ
徳
は
、
美
徳
、
道
義
を
指
す
も
の

と
思
は
れ
る
が
、
恩
恵
、
め
ぐ
み
の
意
味
を
も
兼
ね
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
う
る
は
し
い
道
徳
を
確
立
さ
れ
る
と
共
に
、
政
治
、
数

育
、
文
化
等
に
於
け
る
め
ぐ
み
を
、
非
常
に
深
く
植
ゑ
付
け
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
。

忠
に
克
＜
孝
に
「
克
く
」
は

「
能
く
」
と
同
じ
で
、
強
く
、
ま
た
重
々
し
く
言
ふ
時
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
忠
の
字
は
中
心
と
書
き
、
ま
ご
こ
ろ
の
意
。

韓
じ
て
誠
心
を
以
つ
て
君
國
に
壷
す
こ
と
を
忠
と
い
ふ
。
孝
の
原
義
は
養
、
す
な
は
ち
親
を
扶
養
す
る
こ
と
。
轄
じ
て
、
誠
心
を
以
つ
て
父
母
に
毒

す
こ
と
を
孝
と
い

ふ。

0
億
兆
す
べ
て
の
國
民
。
敷
の
名
稲
か
ら
韓
じ
て
、
非
常
に
多
い
民
を
い
ふ
。

0
世
世
厭
の
美
を
済
せ
る
は
代
々
忠
孝

の
美
風
を
全
う
し
た
の
は
。

「厭
の
」
は
「
其
の
」
と
同
じ
。
「
済
す
」
は
「
成
す
」
と
同
じ
で
、

完
成
す
る
、
成
就
す
る
の
意
。

0
國
堕

國
柄
。

「
樹
つ
」
は
、
樹
立
す
る
、
深
く
植
ゑ
付
け
る
こ
と
。

0
克
く

： 
徴
育
に
闊
す
る
吋
語
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明
治
二
十
三
年
十
月

教
員
の
質
が
問
題
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

1
0
三

と
い
ふ
御
内
旨
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

文
部
省
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
醜
繹
教
科
書
に
代
る
べ
き
も
の
と
し
て
明
治
十
四
年
西
村
茂
樹
の
『
小
學
修
身
訓
』
を
刊
行
し
た
が
、
更

に
そ
れ
を
改
訂
し
、
明
治
十
六
年
か
ら
十
七
年
に
か
け
て
『
小
學
修
身
書
初
等
科
之
部
』
六
冊
及
ぴ
『
小
學
修
身
書
中
等
科
之
部
』
六
冊

を
出
版
し
た
。
民
間
に
於
い
て
も
、
小
學
校
教
則
綱
領
に
基
く
教
科
書
が
積
々
編
輯
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
開
明
派
の
思
想
家

の
間
で
は
、
こ
の
教
育
政
策
の
轄
換
を
新
時
代
に
即
し
な
い
封
建
敢
學
の
復
活
で
あ
る
と
批
判
す
る
槃
が
強
く
、
ま
た
丁
度
そ
の
頃
は
所

謂
鹿
鳴
館
時
代
で
極
端
な
西
洋
追
隧
の
風
潮
が
全
國
に
瀕
つ
て
ゐ
た
た
め
に
、
教
育
の
正
常
化
は
中
々
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

営
局
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
修
身
教
育
が
依
然
と
し
て
不
振
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
明
治
十
七
年
二
月
岡
山
縣
の
學
事
視
察
に
赴
い

た
辻
新
次
は
次
の
や
う
に
報
告
し
て
ゐ
る
。

き
に
最
も
憂
ふ
べ
き
は
修
身
の
教
授
な
り
。
即
ち
修
身
書
を
教
ふ
る
は
恰
も
讀
本
を
素
讀
せ
し
む
る
が
如
く
、
其
格
言
事
賓
を
敷
術

て
い
せ
い

爵
話
し
誓
祠
行
生
徒
を
提
搬
し
員
に
之
が
徳
性
を
感
化
せ
し
む
る
が
如
き
に
至
り
て
は
之
を
見
る
こ
と
巴
な
り
。
叉
修
身
を
授
＜

る
は
多
く
は
各
級
受
持
の
教
員
之
に
任
じ
、
者
徳
者
若
く
は
主
座
教
員
に
し
て
之
を
負
擁
す
る
者
は
殆
ど
之
を
見
ず
。
甚
し
き
は
年

甫
め
て
十
年
前
後
の
授
業
生
に
し
て
之
を
授
く
る
も
の
あ
る
な
り
。

5

の
で
あ
っ
た
。

文
部
首
脳
部
は
直
ち
に
こ
の
意
見
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
の
八
月
十
三
日
、

「
碩
學
ニ
シ
テ
脊
徳
ア
リ
修
身
教
授
ノ
任
二
適
ス
ル
者
」
に
は
學
力
検
定
を
し
な
い
で
免
許
状
を
授
典
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
し
た

し
か
し
な
が
ら
こ
の
修
身
教
育
重
視
の
文
教
方
針
は
、
明
治
十
八
年
十
二
月
内
閣
官
制
が
布
か
れ
、
第
一
次
伊
藤
内
閣
の
初
代
文
部
大

臣
と
し
て
森
有
稔
が
就
任
す
る
に
及
ん
で
、
再
ぴ
大
き
く
動
揺
す
る
。
森
は
、
一
部
に
言
は
れ
て
ゐ
る
や
う
な
単
な
る
洋
癖
家
で
は
な
く
、

「
國
風
の
殺
育
」
す
な
は
ち
「
國
罷
を
彰
明
に
し
、

日
本
國
民
の
保
持
す
べ
き
品
位
資
質
を
解
へ
し
め
、
自
然
に
忠
愛
憤
重
の
念
を
生
ぜ

し
む
ぺ
き
教
育
」
を
目
標
と
し
た
が
、
明
治
十
三
年
以
来
の
文
敢
政
策
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
就
任
後
間
も
な
く
學
校
制
度
の
改
革
整

備
に
著
手
し
た
彼
は
、
「
小
學
校
、
學
科
及
其
程
度
」
の
中
で
特
に
修
身
教
育
に
つ
い
て
、

内
外
古
今
ノ
人
士
ノ
善
良
ノ
言
行
二
就
キ
兒
童
二
適
切
ニ
シ
テ
且
理
會
シ
易
キ
簡
易
ナ
ル
事
柄
ヲ
談
話
、
ツ
日
常
ノ
作
法
ヲ
教
へ
贅

自
ラ
言
行
ノ
模
範
ト
ナ
リ
兒
童
ヲ
シ
テ
善
ク
之
二
習
ハ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
専
要
ト
ス

と
規
定
し
た
。
そ
し
て
明
治
二
十
年
五
月
に
は
、
修
身
敦
科
書
の
使
用
禁
止
の
通
逹
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
従
来
の
修
身
教

科
書
に
封
し
て
、
「
兒
童
の
登
逹
の
度
合
如
何
を
辮
へ
ず
、

徒
に
古
人
言
行
の
漠
然
と
し
て
む
つ
か
し
き
こ
と
を
授
く
る
は
甚
だ
不
可
な

る
こ
と
は
勿
論
、
中
に
は
穿
ち
過
ぎ
た
る
こ
と
あ
り
て
小
學
生
徒
の
脳
力
に
は
迎
も
解
し
得
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
」
と
極
付
け
た
森
文

相
の
立
湯
に
は
、
「
今
の
世
に
孔
孟
の
教
を
唱
ふ
る
ほ
迂
闊
な
り
」
と
い
ふ
豫
て
か
ら
の
考
へ
が
流
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
に

東
洋
道
徳
に
依
る
修
身
教
育
を
推
進
し
て
ゐ
た
人
々
に
到
す
る
挑
戦
で
あ
っ
た
。

日
時
は
は
つ
き
り
し
な
い
が
、
文
相
の
持
論
を
偲
聞
し
た
元
田
永
手
は
、
宮
中
で
森
と
會
っ
た
機
會
に
徳
育
振
興
に
つ
い
て
の
所
信
を

と
い
ふ
森
の
批
判

披
壼
し
、
そ
の
見
解
を
質
し
て
ゐ
る
。
元
田
は
、
そ
の
際
「
漢
學
者
が
我
が
國
の
開
明
進
歩
の
障
凝
に
な
っ
て
ゐ
る
」

を
取
り
上
げ
、
自
己
の
立
場
を
次
の
や
う
に
明
言
し
た
。

孔
子
ノ
教
ハ
吾
國
ニ
ア
リ
テ
ハ
吾
君
ヲ
愛
、
ソ
吾
父
ノ
子
ト
ナ
リ
テ
ハ
吾
父
ヲ
愛
シ
孔
子
ヲ
愛
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
吾
道
卜
心
得
ル
ヲ
以
テ

日
本
ノ
今
日
ニ
ア
リ
テ
ハ
忠
孝
ノ
大
道
ヲ
其
時
世
々
々
二
活
用
ス
ル
ヲ
以
テ
僕
ノ
學
問
ト
ス
ル
ナ
レ
ハ
営
世
ノ
支
那
好
キ
文
章
家
考

證
學
ノ
奴
隷
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
唯
日
本
ハ
日
本
ノ
道
ヲ
立
テ
日
本
ノ
教
育
ヲ
行
ハ
ン
1

ヲ
熱
心
二
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ

そ
し
て
忠
君
愛
國
の
徳
義
涵
養
の
必
要
性
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
劉
し
て
森
は
、
「
國
家
の
富
強
は
忠
君
愛
國
の
精
神
旺
賓
す

る
よ
り
来
る
」
と
し
て
、
元
田
の
狙
ひ
ほ
國
家
的
要
請
に
合
致
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
や
う
に

儒
教
の
徳
目
を
言
葉
や
文
字
で
注
入
す
る
こ
と
に
反
封
し
、
寧
ろ
餞
育
の
振
興
特
に
兵
式
隆
操
に
依
る
心
身
の
鍛
錬
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
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森
文
相
の
登
場
に
依

つ
て
、
突
如
と
し
て
行
は
れ
た
こ
の
修
身
教
育
指
導
方
針
の
愛
更
が
、
教
育
界
に
波
紋
を
捲
起
し
た
の
は
営
然
で

あ
ら
う
。
そ
れ
で
な
く
と
も
明
治
十
四
、
五
年
頃
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
我
が
國
固
有
の
道
に
依
る
徳
育
振
興
政
策
に
羮
し
て
は
、
開
明
祇

側
か
ら
の
反
甜
が
燻
つ
て
を
り
、
例
へ
ば
福
澤
諭
吉
の
「
徳
育
如
何
」
（
四
ヰ
店
）
、
「
徳
育
餘
論
」
（
芸
咋
）
、
「
儒
敦
主
義
の
成
跡
甚
だ
恐
る

べ
し
」
（
評
転
）
等
の
論
文
が
既
に
稜
表
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
に
多
く
の
相
封
立
す
る
徳
育
論
が
提
唱
さ
れ
、
所
謂
徳
育
混
乱
時

代
を
現
出
し
た
。
中
で
も
最
も
教
育
論
壇
を
賑
し
た
の
は
、
加
藤
弘
之
の
『
徳
育
方
法
案
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
二
十
年
大
日
本
敦

育
會
に
於
け
る
加
藤
の
講
演
を
出
版
し
た
も
の
で
あ
り
、
嘗
時
の
小
中
學
校
に
於
け
る
徳
育
の
不
統
一
を
救
ふ
た
め
に
は
、
欧
米
諸
國
の

學
校
徳
育
が
宗
教
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
の
を
範
と
し
、
神
道
、
佛
教
、
耶
蘇
教
、
儒
教
に
基
く
修
身
科
を
各
校
に
設
け
、
各
宗
派
の
布

教
師
を
任
用
し
、
生
徒
は
各
自
そ
の
信
ず
る
所
の
教
祇
に
就
か
せ
る
と
い
ふ
要
旨
で
あ
っ
た
。
こ
の
宗
敢
に
依
る
徳
育
論
と
拉
ん
で
、
新

し
い
考
へ
に
依
る
徳
育
主
義
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
も
の
に
杉
浦
重
剛
の
『
日
本
教
育
原
論
』
（
繹
匹
佑
）
が
あ
る
。
そ

れ
は
、

今
日
我
日
本
二
於
テ
ハ
徳
育
ノ
黙
二
於
テ
其
基
礎
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
キ
頗
ル
困
難
ナ
ル
事
情
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
西
洋
諸
國
ノ
如
キ
ニ
到
リ

テ
ハ
宗
教
ノ
カ
ヲ
借
リ
テ
道
徳
ヲ
維
持
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
風
流
行
シ
支
那
二
於
テ
ハ
尚
ホ
都
魯
ノ
餘
響
二
依
ル
ト
雖
圧
我
國
ノ
如
キ
ニ

到
リ
テ
ハ
其
中
間
二
立
チ
殆
ン
ド
其
判
別
二
苦
ム
ガ
如
キ
有
様
ナ
リ
ト
ス
（
略
）
余
ハ
我
國
ノ
如
ク
宗
教
ヲ
以
テ
道
徳
ノ
大
本
ヲ
定
ム

ル
コ
ト
頗
ル
難
カ
ル
ベ
キ
ノ
國
二
於
テ
ハ
物
理
ヲ
推
、
ソ
テ
人
事
二
應
用
ス
ル
ヲ
以
テ
好
手
段
ト
ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ

と
説
き
、
理
學
の
原
則
を
取
り
入
れ
る
徳
育
論
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

加
藤
や
杉
浦
等
の
提
案
は
、
森
文
政
の
修
身
指
導
方
針
改
定
を
一
應
支
持
す
る
立
場
の
議
論
で
あ
る
が
、
一
方
飽
く
ま
で
徳
教
の
基
礎

を
歴
史
と
偲
統
に
求
め
、
我
が
國
の
特
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
依
つ
て
混
鎖
し
た
徳
育
論
に
蹄
著
す
る
所
を
典
へ
よ
う
と
す
る
主
張
が

強
力
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
と
し
て
内
藤
趾
斐
の
『
國
怪
登
揮
』
（
窃
戸
底
竺
）
と
西
村
茂
樹
の
『
日
本
道
徳
論
』
（
暉
繹
仁
）
を
挙
げ
て
お
か

う
。
内
藤
は
、
夙
く
明
治
十
五
年
『
幼
學
網
要
』
が
頒
賜
さ
れ
た
時
、
そ
の
精
神
を
弘
く
流
偉
し
、
人
心
を
一
新
す
る
た
め
に
宮
内
省
に

―
つ
の
學
校
の
設
立
を
上
奏
し
て
ゐ
た
が
、
こ
の
『
國
陸
稜
揮
』
に
於
い
て
も
我
が
國
隆
の
特
色
を
説
き
、
「
國
教
の
基
礎
を
皇
室
に
置

く
、
漢
土
西
洋
の
数
は
こ
れ
を
採
用
し
て
天
祖
の
遺
訓
を
助
成
す
る
」
と
の
立
場
を
取
っ
て
ゐ
た
。
西
村
の
『
日
本
道
徳
論
』
は
、
明
治

十
九
年
十
二
月
東
京
一
ツ
橋
の
大
學
の
講
堂
に
於
い
て
公
衆
を
到
象
と
し
た
三
日
間
に
亙
る
演
説
を
印
刷
に
附
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼

は
そ
の
中
で
、
「
我
が
國
の
急
務
は
國
民
が
力
を
合
は
せ
て
獨
立
を
全
く
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
道
義
の
昂
揚
を
圏
る
こ

と
こ
そ
最
も
大
切
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
初
年
以
来
の
我
が
國
で
は
、
人
倫
も
宗
教
も
衰
へ
、
道
徳
の
基
準
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。

道
徳
の
教
は
世
教
と
世
外
教
に
分
け
ら
れ
る
が
、
日
本
の
道
徳
と
し
て
は
世
教
を
以
つ
て
そ
の
粒
系
を
作
る
べ
き
で
、
速
か
に
我
が
國
の

偉
統
に
基
き
、
支
那
の
儒
學
と
西
洋
の
哲
學
と
を
参
考
に
し
て
國
民
道
徳
の
基
礎
を
確
立
し
、
そ
れ
に
依
つ
て
國
民
の
品
性
を
形
成
す
べ

き
で
あ
る
。
國
家
の
稜
展
は
、
制
度
に
在
ら
ず
、
軍
備
に
在
ら
ず
、
正
に
國
民
の
品
性
の
向
上
に
在
る
」
と
述
べ
、
特
に
強
調
す
べ
き
徳

目
と
し
て
、

一
に
勤
勉
、
二
に
節
倹
、
三
に
剛
毅
、
四
に
忍
耐
、
五
に
信
義
、
六
に
進
取
、
七
に
愛
國
心
、
八
に
天
皇
奉
戴
を
畢
げ
た
の

で
あ
っ
た
。
西
村
は
、
こ
の
や
う
な
立
場
に
立
つ
て
明
治
二
十
年
修
身
書
勅
撰
の
議
を
提
出
、
森
文
相
の
反
到
に
因
つ
て
そ
れ
は
沙
汰
止

み
と
な
っ
た
が
、
二
十
二
年
二
月
に
は
宮
内
省
に
明
倫
院
の
建
設
を
建
白
、
皇
室
に
依
る
道
徳
教
育
の
統
轄
を
主
張
し
て
已
ま
な
か
っ
た

文
部
省
で
は
、
明
治
二
十
一
年
森
文
相
の
意
見
に
基
き
、
能
勢
榮
等
を
委
員
と
し
て
中
學
校
師
範
學
校
教
科
書
と
し
て
「
倫
理
書
」
を

編
修
出
版
し
た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
一
般
思
想
界
に
於
い
て
も
、
欧
化
思
想
に
封
立
す
る
思
想
運
動
が
漸
く
勃
興
し
て
ゐ
た
。
殊
に
明

治
二
十
年
代
に
な
っ
て
結
成
さ
れ
た
明
治
會
、
國
教
大
道
祉
、
政
教
祉
等
の
思
想
園
橙
は
、
何
れ
も
日
本
主
義
を
唱
へ
て
國
民
教
化
の
問

題
に
言
及
し
、
正
し
い
教
育
理
念
の
確
立
を
要
請
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

遂
に
雨
者
の
合
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

数
育
に
闊
す
る
勅
語
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明
治
二
十
三
年
十
月

備
ハ
ラ
サ
ル
コ
ト
如
＞
此
亦
一
大
鋏
典
ナ
ラ
ス
ヤ

知
識
才
藝
を
偏
重
す
る
の
は
、

八
七
七

大
學
の
教
育
方
針
が
本
源
で
あ

二
十
二
年
森
文
相
暗
殺
事
件
以
後

1
0
三

教
育
勅
語
が
成
立
す
る
や
う
に
な
っ
た
直
接
の
機
縁
は
、
明
治
二
十
三
年
二
月
の
地
方
長
官
會
議
に
於
け
る
「
徳
育
涵
養
ノ
誂
二
付
イ

テ
ノ
建
譲
」
で
あ
っ
た
。
営
時
の
地
方
長
官
の
間
に
教
育
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
石
井
省
一
郎
は
次

の
や
う
に
回
想
し
て
ゐ
る
。

私
は
明
治
十
七
年
二
月
、
内
務
省
土
木
局
長
か
ら
、
岩
手
縣
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
、
赴
任
後
管
内
を
巡
視
し
師
範
學
校
中
學
校
小
學
校

と
悉
く
巡
視
し
た
が
、
教
育
の
主
義
が
何
慮
に
あ
る
や
と
考
へ
る
と
、
ど
う
も
一
般
の
風
潮
が
菱
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
我
が
日
本
で

は
、
昔
か
ら
兒
童
は
、
勇
者
と
い
へ
ば
鎮
西
八
郎
と
か
、
源
義
紐
と
か
い
ふ
人
物
を
語
り
、
智
者
忠
臣
と
い
へ
ば
、
楠
新
田
を
語
る

と
い
ふ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
、
然
る
に
か
や
う
な
風
は
殆
ん
ど
無
く
な
っ
て
、
獣
羅
巴
や
亜
米
利
加
の
豪
傑
を
理
想
と
す
る
と
い
ふ
，

風
潮
で
あ
っ
た
、
ど
う
も
日
本
を
顧
み
な
い
と
い
ふ
や
う
な
風
で
あ
っ
た
、
學
校
の
教
員
な
ど
も
日
本
人
は
極
め
て
劣
等
な
國
民
で

あ
る
、
欧
米
人
に
は
到
底
及
ば
ぬ
か
ら
、
日
本
の
歴
史
、
習
慣
、
そ
の
他
、
何
も
か
も
な
く
し
て
、
只
管
欧
米
に
化
し
て
し
ま
ひ
た

い
、
叉
さ
う
し
な
け
れ
ば
駄
目
で
あ
る
と
い
ふ
様
な
考
へ
で
あ
っ
た
、
私
は
こ
れ
を
見
、
こ
れ
を
聞
い
て
、

賓
に
困
っ
た
も
の
だ
と

考
へ
た
、
（
略
）
そ
こ
で
文
部
省
の
方
針
を
探
つ
て
見
る
と
、
米
國
蹄
り
の
學
士
が
践
屋
し
て
、
何
か
ら
何
ま
で
彼
等
の
意
需
に
よ
っ

て
定
ま
る
、
文
部
大
臣
は
彼
等
の
愧
儡
の
如
し
と
い
ふ
さ
ま
で
あ
る
、
云

々

文
教
問
題
を
憂
へ
て
ゐ
た
の
は
石
井
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

一
例
に
、

京
都
府
知
事
北
垣
國
道
が
森
文
政
下
の
修
身
教
育
を
憂
慮

し
、
明
治
二
十
年
五
月
十
八
日
付
元
田
永
学
宛
書
翰
の
中
に
、
次
の
や
う
な
不
猜
を
漏
ら
し
て
ゐ
る
。

方
今
小
學
教
育
ノ
法
タ
ル
六
歳
就
學
八
年
ニ
シ
テ
尋
常
高
等
雨
科
ヲ
卒
フ
其
間
修
ム
ル
者
修
身
、
讀
書
、
作
文
、
習
字
、
算
術
、
地

理
、
歴
史
、
理
科
、
画
饗
、
軽
麓
操
、
除
列
運
動
、
唱
歌
、
裁
縫
、
英
語
、
農
工
商
初
科
等
日
用
ノ
業
務
備
ハ
ラ
サ
ル
所
無
シ
然
レ

ト
モ
其
修
身
ノ
科
二
於
テ
ハ
其
授
業
法
尋
常
科
十
五
分
時
間
高
等
科
三
十
分
時
間
簡
易
ナ
ル
嘉
言
善
行
ヲ
講
話
ス
ル
ニ
止
ル
ノ
ミ
是

レ
畢
党
外
形
ノ
数
二
厩
ス
ル
ノ
ミ
而
シ
テ
其
精
神
ノ
根
元
ヲ
成
立
ス
ル
ノ
数
ハ
措
テ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
ノ
、
如
シ
（
略
）
今
徳
育
ノ

明
治
二
十
一
年
頃
に
は
既
に
同
憂
の
知
事
の
間
に
聯
絡
が
著
き
、
そ
の
動
き
も
活
澄
に
な
っ
た
が
、

に
な
る
と
、
千
葉
の
船
越
衛
の
や
う
に
直
接
榎
本
文
相
と
談
判
す
る
知
事
も
現
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
十
三
年
の
建
議
は
こ
れ
ら
有

志
知
事
の
奔
走
が
賓
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
建
議
文
は
、
先
づ
冒
頭
に
「
普
通
教
育
ノ
主
要
ハ
主
ト
シ
テ
國
民
ク
ル
ノ
徳
性
ヲ
涵
養
シ

普
通
ノ
知
識
藝
衛
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
」
と
述
べ
、
次
い
で
嘗
時
の
學
校
教
育
に
到
し
て
「
然
ル
ニ
現
行
ノ
學
制
二
依
レ
バ
知
育
ヲ
主

ト
シ
テ
専
ラ
薔
術
知
識
ノ
ミ
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
ヲ
勉
メ
徳
育
ノ
一
黙
二
於
テ
ハ

全
ク
鋏
ク
ル
所
ァ
ル
ガ
如
シ
」
と
批
判
し
、
そ
の
た
め
に
小

學
生
は
そ
の
父
兄
を
軽
蔑
し
、
中
學
生
に
な
る
と
自
ら
校
則
を
犯
し
な
が
ら
教
職
員
の
虞
置
が
不
営
で
あ
る
と
言
っ
て
騒
動
を
起
す
者
も

出
て
ゐ
る
、
こ
れ
で
は
註
會
の
秩
序
を
荼
し
、
臆
て
國
家
を
危
く
す
る
こ
と
に
な
る
、
政
府
は
今
に
し
て
封
策
を
樹
立
し
な
い
と
必
ず
後

悔
す
る
で
あ
ら
う
、
と
結
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
建
議
が
上
程
さ
れ
た
二
月
二
十
日
の
會
議
で
は
、
石
井
岩
手
縣
知
事
が
賛
成
意
見
を
述
べ
、
次
い
で
松
平
宮
城
縣
知
事
、
籠
手
田

島
根
縣
知
事
が
交
t

起
つ
て
明
治
五
年
以
来
の
文
教
政
策
の
反
省
を
求
め
た
。
ま
た
、
東
京
府
の
高
崎
知
事
か
ら
も
「
政
府
の
文
敦
政
策

は
主
観
的
な
意
圏
は
免
も
角
結
果
か
ら
見
れ
ば
幼
年
者
を
奨
動
し
て
虚
無
黛
を
養
成
し
ゐ
る
や
う
な
も
の
だ
」
と
の
焚
言
が
あ
っ
た
。
―
―

十
一
日
も
引
積
き
活
澄
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
鍋
島
佐
賀
縣
知
事
、
楼
井
徳
島
縣
知
事
の
賛
成
意
見
に
積
い
て
、
柴
原
香
川
縣
知
事
は
、

「
こ
の
建
厳
書
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
更
に
穂
理
大
臣
、
文
部
大
臣
に
直
接
面
會
し
て
寅
施
を
迫
る
必
要
が
有
る
」
と
強
硬
な
態
度
を
示

し
た
。
ま
た
安
場
福
岡
縣
知
事
か
ら
、
「
こ
の
や
う
に
徳
育
を
軽
ん
じ
、

る
か
ら
、
其
虞
か
ら
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
學
習
院
も
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
標
準
に
師
範
敦
育
を
改
革
し
、

立
派
な
数
師
を
得
る
や
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
宮
内
大
臣
に
も
面
會
、
大
英
断
を
以
つ
て
教
育
改
善
に
営
る
や
う
進
言
す
べ

き
だ
」
と
の
希
望
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
富
岡
熊
本
縣
知
事
が
更
に
一
歩
進
め
て
、

数
育
に
闘
す
る
勅
語
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明
治
二
十
三
年
十
月

な
る
べ
し 1

0
三

尋
常
ノ
手
段
ヲ
以
テ
挽
回
ハ
到
底
望
ム
ペ
カ
ラ
ズ
故
二
陛
下
直
接
御
親
裁
ヲ
望
ム
所
ナ
リ
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と
主
張
し
た
た
め
、

會
場
で
は

「
徳
育
と
天
皇
御
親
裁
」
の
問
題
に
談
論
が
集
中
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
先
づ
政
府
に
強
硬

申
入
れ
を
す
る
こ
と
に
決
定
、
安
場
、
松
平
、
柴
原
、
籠
手
田
、
そ
し
て
小
松
原
埼
玉
縣
知
事
が
そ
の
委
員
に
指
名
さ
れ
た
。
そ
の
後
―
―

十
四
日
、
二
十
五
日
の
會
議
で
も
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
結
局
知
事
會
全
員
が
文
相
に
面
會
す
る
こ
と
、
建
議
書
は
首
相
と
内
相

に
も
提
出
す
る
こ
と
を
満
場
一
致
で
可
決
し
た
。

二
月
二
十
六
日
来
省
し
た
知
事
圏
に
到
し
て
榎
本
文
相
は
、
徳
育
振
興
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
同
惑
の
意
を
表
し
、
文
部
省
で
も
修
身

を
「
口
授
」
だ
け
で
な
く
、
人
倫
五
常
を
本
と
す
る
修
身
教
科
書
絹
輯
の
方
針
を
立
て
て
ゐ
る
旨
を
回
答
し
た
が
、
そ
れ
で
は
牧
ら
ず
、

問
題
は
閣
厳
の
重
要
審
議
事
項
と
な
っ

た
。
山
縣
首
相
の
「
談
話
筆
記
」
に
は
そ
の
事
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

明
治
二
十
三
年
ノ
コ
ト
、
記
憶
ス
地
方
官
中
二
教
育
ノ
目
的
ヲ
一
定
ス
ル
必
要
ア
リ
ト
ノ
要
求
オ
コ
レ
リ
内
閣
ノ
中
ニ
モ
同
様
ノ
意

見
ヲ
懐
ク
モ
ノ
ア
リ

シ
ガ
如
何
ニ
ス
ベ
キ
カ
ノ
案
ナ
シ
嘗
時
ハ
頗
ル
多
忙
ノ
時
期
ニ
テ
勅
令
氣
焚
ス
ト
モ
言
フ

ベ
キ
際
ナ
リ
（
略
）

余
ハ
軍
人
勅
諭
ノ
コ
ト
ガ
頭
ニ
ア
ル
故
二
教
育
ニ
モ
同
様
ノ
モ
ノ

ヲ
得
ン
コ

ト
ヲ
望
メ

リ
時
ノ
法
制
局
長
官
井
上
毅
ナ
ド
モ
同
論
ナ

リ
シ
ガ
此
時
ハ
未
ダ
教
育
勅
語
マ
デ
ニ
熟
セ
ル
考
ヘ
ハ
ナ
ク
唯
互
二
論
談
シ
テ
十
二
時
頃
ニ
モ
至
ル
有
様
ナ
リ
キ
云
々

そ
の
頃
は
天
皇
が
閣
説
に
出
御
せ
ら
れ
る
例
が
既
に
開
か
れ
て
ゐ
た
。
中
々
結
論
が
出
な
い
の
で
、
山
縣
は
遂
に
こ
の
問
題
を
天
皇
親
臨

の
閣
議
に
諮
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
席
上
、
各
大
臣
か
ら
意
見
の
陳
述
が
あ
り
、

人
生
ノ
教
育
尤
モ
幼
童
ヲ
急
ニ
ス
宜
シ
ク
一
部
ノ
緞
言
ヲ
編
シ
テ
之
レ
ヲ
幼
童
二
授
ケ
夙
夜
誦
讀
ッヽ
テ
其
ノ
心
二
記
セ
シ
ム
ヘ
シ

と
の
議
決
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
豫
て
教
育
の
大
本
を
樹
て
る
事
に
大
御
心
を
傾
け
て
来
ら
れ
た
天
皇
は
、
直
ち
に
榎
本
文
相
に
封
し
て

蔵
言
の
絹
纂
を
求
め
給
う
た
。
こ
の
敲
言
編
纂
の
勅
命
が
、
直
接
教
育
勅
語
の
起
草
に
繋
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

勅
命
を
拝
し
た
榎
本
文
相
は
、
山
縣
首
相
と
協
議
、
學
者
を
集
め
て
絞
言
起
草
を
依
嘱
す
る
方
針
を
立
て
た
。
だ
が
、
ま
だ
著
手
し
な

い
ま
4

明
治
二
十
三
年
五
月
二
十
二
日
内
閣
改
造
に
因
つ
て
芳
川
顕
正
と
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
親
任
式
に
際
し
て
、
特
に
「
徳
教

の
事
に
十
分
力
を
盛
せ
」
と
の
異
例
の
御
沙
汰
を
拝
し
た
新
文
相
芳
川
は
、
侍
立
し
た
首
相
と
共
に
、
「
天
皇
が
平
生
如
何
許
り
教
育
上

そ
し
て
直
ち
に
徳
育
の
基
本
と
な
る
文

に
診
念
遊
ば
さ
れ
し
か
を
恐
察
し
奉
り
」
、
全
力
を
盛
し
て
詔
命
に
奉
答
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

書
の
作
成
に
著
手
し
た
。
芳
川
家
に
残
る
文
書
や
文
部
省
の
記
録
等
に
擦
れ
ば
、
曾
て
帝
國
大
學
文
科
大
學
教
授
を
勤
め
、
嘗
時
元
老
院

巖
官
で
あ
り
名
文
家
と
目
せ
ら
れ
て
ゐ
た
中
村
正
直
が
そ
の
起
案
者
と
し
て
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
中
村
の
立
案
を
本
に
文
部
省
内
で
慎
重

に
修
文
、
六
月
中
旬
に
な
っ
て
成
案
が
出
来
、
山
縣
首
相
の
手
許
に
提
出
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
文
部
省
案
は
、
法
制
局
に
同
附
さ
れ
る

に
及
ん
で
、
多
く
の
問
題
貼
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
荘
に
山
縣
の
決
断
に
依
つ
て
法
制
局
長
官
井
上
毅
が
勅
語
の
起
草
者
と
し
て
登

湯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
間
の
経
緯
を
明
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
六
月
二
十
日
付
山
縣
宛
井
上
書
翰
の
全
文
を
引
用
し
て
お
か
う
。

被
仰
付
候
教
育
主
殺
之
件
二
付
運
延
之
罪
恐
縮
二
奉
存
候
貨
二
此
事
二
付
而
者
非
常
の
困
難
を
惑
し
候
て
雨
一
＿
一
日
来
苦
心
仕
候

其
故
ハ

第
一
此
勅
語
ハ
他
之
普
通
之
政
事
上
の
勅
語
と
同
様
一
例
な
る
べ
か
ら

ず
天
生
二
聰
明
｛
為
―
—
之
君
（
為

-l之
師

l
と
は
支
那
之
奮
説
な

れ
ど
も
今
日
之
立
憲
政
謄
之
主
義
に
従
へ
ば
君
主
ハ
臣
民
之
良
心
之
自
由
二
干
渉
せ
ず
咋
這
韮
這
配
紅
如
芸
紅
直
暉
芸
悶
今
勅
諭
を
獲
し

て
教
育
之
方
需
を
示
さ
る
A

は
政
事
上
之
命
令
と
匿
別
し
て
祉
會
上
之
君
主
の
著
作
公
告
と
し
て
看
ざ
る
べ
か
ら
ず

陸
軍
に
於
け
る
軍
事
教
育
の
一
種
の
軍
令
た
る
と
同
し
か
ら
ず

第
二
此
勅
語
ニ
ハ
敬
＞
天
尊
＞
神
等
之
語
を
避
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
何
と
な
れ
ハ
此
等
の
語
ハ
忽
ち
宗
旨
上
之
争
端
を
引
起
す
の
種
子
と

第
三
此
勅
語
ニ
ハ
幽
遠
深
微
な
る
哲
學
上
の
理
論
を
避
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
何
と
な
れ
ハ
哲
學
上
の
理
論
ハ

必
反
封
之
思
想
を
引
起
す

数
育
に
闊
す
る
勅
語

八
七
八
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六
月
廿
日

別
紙
ハ
右
乙
の
積
二
て
試
草
仕
候
餘
リ
簡
単
二
過
き
候
欺
な
れ
と
も
王
言
如
＞
玉
ハ
只
夕
簡
短
に
在
リ
と
奉
存
候

猶
高
教
を
奉
仰
候
て
更
二
再
稿
可
仕
候

頓
首

ス） 乙
ハ
演
説
の
隆
裁
と
し
文
部
省
二
下
附
サ
レ
ズ

シ
テ

甲

ハ
文
部
大
臣
ま
て
下
附
セ
ラ
レ
世
二
公
布
せ
ず

1
0
三

べ
し
道
之
本
源
論
は
唯
夕
専
門
の
哲
學
者
の
穿
竪
二
任
ス
ベ
シ
決
し
て
君
主
の
命
令
―
ー
依
り
て
定
ま
る
べ
き
者
二
非
ズ

い
で

第
四
此
勅
語

ニ
ハ
政
治
上
之
臭
味
を
避
ケ
ざ
る
べ
か
ら
ず
何
ト
ナ

レ
バ

時
の
政
事
家
之
勘
告
二
出
て

い
で

至
尊
之
本
意
二
出
ズ
と
の
嫌
疑
を
来
す
べ
し

第
五
漢
學
の
口
吻
と
洋
風
の
氣
習
と
を
吐
露
す
べ
か
ら
ず

第
六
消
極
的
の
貶
＞
愚
戒
＞
悪
之
語
を
用
ウ

ヘ
か
ら
ず
君
主
の
訓
戒
ハ
注
々
と
し
て
大
海
の
水
の
如
く
な
る

へ
く
、
浅
薄
曲
悉
な
る
べ

か
ら
ず

第
七
世
に
あ
ら
ゆ
る
各
派
の
宗
旨
の
一
を
喜
は
し
め
て
他
を
怒
ら
し
む
る
の
語
氣
あ
る
べ
か
ら
ず

此
敷
多
の
困
難
を
避
け
て
箕
成
な
る
王
言
の
隆
を
全
ク
ス
ル
ハ

寅
に
十
二
模
壷
を
架
ス

ル
よ
り
難
事

二
可
有
之
候
敷

文
部
の
立
案
ハ
其
ノ
隆
を
得
ず
如
是
勅
語
ハ
ム
シ
ロ
宗
教
又

ハ
哲
學
上
の
大
知
識
の
教
義
二
類
し
君
主
の
ロ
ニ
出
づ
べ
き
も
の
二
非

ス
世
人
亦
其
の
員
ニ

い
で

至
尊
の
型
旨
二
出
た
る
事
を
信
し
て
惑
激
ス
ル
者
少
か
る
べ
し

生
の
考
案
二
て

ハ
雨
ツ
の
方
法
あ
り

数
育
に
闊
す
る
勅
語

毅

學
習
院
か
又
ハ
教
育
會
へ
臨
御
之
序
二
下
附
セ
ラ
ル
（
政
事
命
令
卜
匡
別

八
八
〇



明
治
二
十
三
年
十
月

八
八

山
縣
伯
閣
下

の
で
あ
る
。

こ
の
書
翰
の
初
め
に
「
被
仰
付
候
教
育
主
義
之
件
二
付
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
既
に
六
月
二
十
日
以
前
に
山
縣
、
井
上
雨
者
の
間
で
文

部
省
立
案
の
勅
語
案
に
つ
い
て
會
談
が
行
は
れ
、
そ
の
結
果
首
相
か
ら
井
上
に
到
し
て
起
草
す
る
や
う
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

そ
れ
に
績
く
「
第
こ
の
條
で
は
、
勅
語
案
の
法
制
上
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
他
の
普
通
の
政
事
上
の
勅
語
と
同
様
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
、
「
第
二
」
か
ら
「
第
七
」
ま
で
は
、
文
部
省
案
の
問
題
貼
を
銃
く
指
摘
し
な
が
ら
草
案
の
内
容
、

現
に
つ
い
て
、
宗
旨
上
の
争
端
に
な
ら
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
、
哲
學
上
の
理
論
に
走
ら
な
い
こ
と
、
政
治
的
臭
味
を
出
さ
な
い
こ
と
、

漢
學
者
の
口
吻
や
洋
學
者
臭
を
出
さ
な
い
こ
と
、
消
極
的
な
訓
戒
と
な
ら
ぬ
こ
と
、
特
定
の
宗
派
に
偏
し
な
い
こ
と
等
々
特
に
考
慮
す
べ

き
諸
貼
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
り
、
末
尾
の
「
生
の
考
案
二
て
ハ
」
以
下
は
勅
語
公
布
の
手
積
、
麗
裁
に
つ
い
て
の
配
慮
で
あ
る
。
井
上
は

こ
の
書
翰
と
同
時
に
自
ら
試
稿
し
た
別
紙
勅
語
案
文
を
届
け
て
ゐ
る
が
、
事
の
重
大
さ
に
恐
燿
し
た
彼
は
、
な
ほ
「
再
應
熟
考
」
し
て
、

五
日
後
重
ね
て
山
縣
に
書
翰
を
送
っ
た
。
そ
れ
は
前
掲
六
月
二
十
日
付
の
書
翰
で
述
べ
た
所
を
整
理
補
訂
し
た
上
で
、
為
政
者
の
取
る
べ

き
そ
の
態
度
に
言
及
し
、

今
日
風
敢
之
敗
レ
ハ
世
愛
之
然
ら
し
む
る
と
上
流
社
會
之
習
弊
二
因
由
ス
矯
正
之
道
ハ
只
夕
政
事
家
之
率
先
二
在
る
而
已
決
し
て
空

言
二
在
ら
ざ
る
べ
し
空
言
の
極
至
尊
の
勅
語
を
以
て
最
終
手
段
と
す
る
に
至
り
て
ハ
天
下
後
世
必
多
議
を
容
る
4

者
あ
ら
ん

と
直
言
、
政
治
の
要
路
に
立
つ
人
々
の
猛
省
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
縣
に
提
出
さ
れ
た
井
上
案
初
稿
は
こ
の
や
う
に
憤
重
且
つ
周
到

な
配
慮
の
下
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
草
案
の
登
場
に
由
つ
て
文
部
省
案
ほ
賓
質
上
寮
案
と
な
り
、
そ
の
後
井
上
案
を
本
に
修

文
作
業
が
積
け
ら
れ
、
教
育
勅
語
の
正
文
に
ま
で
練
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
試
草
に
際
し
て
の
井
上
の
姿
勢
と
構
想
は
、
基
本
的

に
は
最
後
ま
で
愛
改
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

芳
川
家
に
残
る
法
制
局
用
紙
に
認
め
ら
れ
た
勅
語
草
案
は
明
か
に
井
上
の
自
筆
で
あ
っ
て
、
問
題
の
初
稿
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
恐
ら

祁
ず
＂

~

表



明
治
二
十
三
年
十
月

何
分
御
了
察
被
下
候
而
御
加
筆
被
下
度
候
也
再
拝

I又
I又

と
存
候
本
文
之
一
條
も
辞
遜
可
仕
候
得
共
親
＜

井
上
盟
兄

東
野
拝

1
0
三

く
山
縣
首
相
か
ら
芳
川
文
相
に
同
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
敢
へ
て
起
草
の
大
任
を
引
受
け
た
井
上
は
、
山
縣
の
注
意
も
あ
っ
て
六
月

二
十
八
日
元
田
永
手
を
訪
ね
、
初
稿
に
若
干
補
訂
を
加
へ
た
も
の
を
送
り
、
そ
の
意
見
を
求
め
た
。
逸
速
く
勅
語
起
草
の
開
始
を
聞
知
し

度
」
と
述
べ
て
、

た
元
田
は
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
栂
想
を
練
り
、
既
に
六
月
十
七
日
に
は
「
教
育
大
旨
」
と
い
ふ
一
文
を
草
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
彼
は
自
案

に
拘
泥
せ
ず
、
六
月
二
十
九
日
付
で
井
上
宛
て
に
書
翰
を
送
り
、
「
如
―
—
貴
主
呼
飽
迄
意
必
之
癖
を
去
り
天
下
萬
世
二
亙
り
國
家
之
為
を
考

全
面
的
協
力
を
快
諾
し
た
。
そ
し
て
六
月
一
二
十
日
に
井
上
案
に
朱
筆
を
加
へ
て
返
送
し
て
ゐ
る
。
草
案
の
修
文
は
、
斯

く
て
文
部
官
僚
の
手
を
離
れ
、
法
制
局
長
官
井
上
毅
と
橿
密
院
顧
問
官
元
田
永
手
の
作
業
に
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

雨
者
に
依
つ
て
憤
重
に
推
敲
修
正
さ
れ
た
草
案
が
山
縣
に
届
け
ら
れ
た
の
は
、
七
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。
山
縣
は
芳
川
と
共
に
熟
讀

検
討
の
後
、
内
覧
の
手
綾
を
取
っ
た
が
、
そ
の
際
、
奉
呈
さ
れ
た
の
は
甲
、
乙
の
二
案
に
な
っ
て
ゐ
る
。
甲
案
は
謹
書
さ
れ
た
井
上
案
で

あ
り
、
乙
案
は
中
村
起
案
を
本
に
し
た
文
部
省
案
で
あ
る
。
尤
も
乙
案
に
つ
い
て
は
、
芳
川
文
書
中
の
そ
れ
と
同
文
の
草
案
に
芳
川
の
自

筆
で
「
此
案
緊
棄
賠
二
御
参
考
二
供
ス
」
と
書
き
込
ん
で
あ
る
か
ら
、
山
縣
、
芳
川
の
間
で
は
既
に
「
陵
案
」
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
て

ゐ
た
と
見
ら
れ
る
。

教
育
上
の
基
礎
と
な
る
べ
き
絞
言
編
纂
の
御
下
命
よ
り
妥
に
二
箇
月
餘
、
漸
く
に
し
て
「
教
育
二
闘
ス
ル
勅
諭
」
の
草
案
を
御
手
に
せ

ら
れ
た
天
皇
は
、
非
常
に
御
喜
び
に
な
り
親
し
く
御
検
討
に
な
ら
れ
た
が
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
上
奏
案
に
御
満
足
で
な
く
、
侍
講
元

田
に
封
し
、
不
備
の
箇
所
を
御
指
摘
に
な
り
、
そ
の
修
正
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
意
に
恐
燿
し
た
元
田
は
、
老
艦
を
挺
し
て
至
難

の
作
業
に
嘗
る
こ
と
を
決
意
、
改
め
て
井
上
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
月
二
十
六
日
付
井
上
宛
元
田
書
翰
は
、
そ
の
間
の
事

情
を
示
し
て
ゐ
る
。

拝
啓
爾
来
御
疎
遠
二
経
過
愈
御
清
榮
奉
欣
賀
候
然
者
先
頃
御
内
示
之
教
育
勅
論
文
近
日
上
奏
二
相
成
候
由
ニ
テ
老
拙
儀
へ
御
下
問
被

為
在
段
々
思
召
被
為
在
候
而
熟
考
申
上
候
様
御
内
命
ヲ
蒙
リ
候
故
不
得
止
御
受
申
上
候
然
虞
右
者
過
日
モ
御
内
話
申
候
如
ク
賞
二
重

勅
諭
二
而
誰
か
草
案
致
し
候
而
も
批
難
無
之
様
二
者
至
リ
兼
可
申
貴
兄
ニ
モ
御
辞
退
之
由

尤
二
奉
存
候
併
も
は
や
是
迄
二
相
成
候
上
者
出
来
候
丈
ヶ
精
神
ヲ
盛
し
申
度
既
二
老
拙
へ
被
仰
付
候
上
者
愚
昧
ナ
カ
ラ
考
案
ヲ
運
ラ

シ
則
別
紙
原
稿
二
意
見
ヲ
加
へ
修
正
致
シ
候
間
一
應
御
内
見
へ
入
申
候
貴
兄
御
立
案
者
御
断
二
候
得
共
何
卒
老
拙
之
為
メ
ニ
御
助
力

被
下
別
紙
修
正
案
御
一
見
無
御
遠
慮
御
副
正
被
下
度
相
願
申
候
幸
二
首
尾
之
文
者
貴
兄
之
御
初
稿
を
存
し
有
之
候
老
拙
も
素
よ
り
御

同
案
二
而
間
然
無
之
候
慮
中
間
修
身
之
條
目
を
掲
ケ
候
最
緊
要
之
虞
聖
慮
二
叶
ヒ
不
申
則
旨
ラ
奉
シ
テ
改
正
致
し
候
へ
共
文
意
適

営
も
い
か
4

と
恐
怖
仕
候
申
候
迄
も
無
之
此
度
之
勅
論
者
則
末
文
之
通
二
萬
古
不
易
之
道
を
御
親
喩
被
遊
候
事
故
営
世
之
風
潮
ニ

者
決
し
而
御
顧
念
無
之
被
仰
出
可
然
と
相
考
へ
候
二
付
老
拙
二
も
百
世
を
待
而
不
疑
之
存
意
二
而
立
案
致
し
置
候
其
御
含
を
以
御
覧

被
下
御
加
筆
相
願
申
候
右
内
密
得
貴
意
度
草
々
不
悉

八
月
廿
六
日

尚
々
嘗
時
猶
酒
勾
松
濡
園
二
滞
在
養
老
仕
候
先
日
安
場
よ
り
御
内
話
之
趣
も
偲
承
仕
御
厚
意
之
段
拝
謝
仕
候
世
上
之
事
謹
憤
可
仕

聖
意
を
伺
ひ
奉
り
特
二
斯
道
之
為
メ
何
分
難
獣
止
御
受
申
上
老
拙
を
不
顧
次
第

こ
の
書
翰
と
同
時
に
元
田
か
ら
井
上
に
届
け
ら
れ
た
「
別
紙
修
正
案
」
は
、
前
文
及
び
後
文
の
虞
は
需
に
上
奏
さ
れ
た
草
案
と
大
差
は
無

く
、

聖
慮
に
叶
は
な
か
っ
た
中
間
の
徳
目
の
部
分
が
詳
細
に
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
井
上
は
折
返
し
返
翰
を
認
め
て
ゐ
る
。

教
育
勅
語
案
二
付
棲
々
懇
示
之
趣
奉
敬
領
候
如
貴
論
賓
二
百
世
之
世
道
人
心
二
開
係
す
る
重
大
之
一
事
二
候
ヘ
ハ
精
叉
精
を
加
へ
金

石
鼎
非
之
文
と
な
り
然
後
御
稜
行
相
成
度
穎
二
翼
望
奉
存
候
就
而
者
高
示
之
旨
二
従
ひ
憚
ら
ず
愚
見
申
述
候
間
可
然
御
取
捨
被
成
下

度
奉
願
候
此
様
之
文
字
ハ
可
成
典
故
あ
り
て
荘
重
濫
雅
二
重
複
ヲ
避
ケ
叉
文
人
風
ノ
織
巧
手
段
ノ
嫌
ヲ
避
ケ
候
方
可
然
欺
二
奉
存
候

要
之

御
沙
汰
二
而
拝
承
致
シ
賞
二
御

数
育
に
開
す
る
勅
語
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あ
っ
た
。

-0
三

猶
大
人
閣
下
之
公
平
慎
重
之
結
果
と
し
て
此
案
之
金
墜
玉
成
之
功
ヲ
全
ク
シ
萬
世
二
偲
へ
て
愧
ぢ
ざ
る
之

至
二
堪
へ
ず
候
生
ハ
何
時
た
り
と
も
奔
走
之
労
を
厭
は
ず
候
間
御
旅
寓
へ
参
向
可
仕
御
一
筆
御
申
遣
可
被
下
候
叉
何
ケ
度
も
御
下
問

を
受
候
事
本
意
無
此
上
奉
存
候
頓
首

八
月
廿
八
日

八
八
五

芳
川
は

聖
諭
タ
ラ
ン
事
懇
祈
之

元
田
先
生

す
な
は
ち
、
井
上
は
、
元
田
の
懇
篤
な
依
嘱
を
受
け
て
、
既
に
内
閣
に
申
し
出
で
叡
聞
に
ま
で
逹
し
て
ゐ
た
起
草
闘
興
に
封
す
る
辞
意
を

酬
し
、
稼
極
的
に
協
力
を
誓
っ

た
の
で
あ
る
。
嘗
時
七
十
三
歳
の
元
田
は
保
養
の
た
め
酒
勾
の
松
涵
園
に
滞
在
し
て
居
り
、
井
上
も
ま
た

健
康
を
害
し
て
轄
地
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
後
雨
者
は
病
床
旅
寓
に
在
つ
て
も
苦
心
精
動
、
頻
繁
に
修
正
意
見
を
交
換
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

芳
川
文
書
中
の
宮
内
省
用
紙
に
書
か
れ
た
元
田
自
筆
の
草
案
は
、
雨
者
の
修
正
作
業
が

一
應
終
っ
た
九
月
中
旬
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

其
慮
で
は
、
需
に
天
皇
か
ら
元
田
に
渡
さ
れ
た
草
案
を
一
行
置
き
に
清
書
し
、
行
間
に
修
正
の
文
字
を
記
人
し
て
あ
る
許
り
で
は
な
く
、

上
欄
に
そ
の
訂
正
理
由
が
朱
筆
で
注
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
浄
書
修
正
文
の
特
殊
の
形
式
か
ら
し
て
、
原
文
修
正
の
内
命
を
受
け
て
ゐ
た

元
田
は
、
恐
ら
く
こ
れ
と
同
文
の
も
の
を
誦
書
し
て
天
皇
の
内
覧
に
供
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

尤
も
、
こ
の
修
正
文
が
そ
の
ま
4

最
終
の
勅
語
案
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
文
部
省
で
は
、
そ
れ
を
複
寓
版
に
依
つ
て
印
刷
、
憤
重
に

こ
の
度
の
勅
語
は

検
討
し
て
若
干
の
改
訂
を
行
ひ
、
浄
書
の
上
で
、
天
皇
の
御
内
閲
を
仰
い
だ
。
元
田
と
井
上
の
修
正
の
段
階
で
は
、

「
道
徳
ノ
教
育
を
訓
詰
セ
ラ
ル
」
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
國
憲
國
法
ヲ
重
ス
ル
ハ
別
二
掲
示
二
及
バ
ズ
」
と
し
て
削
除
さ
れ
て
ゐ
た
あ
の

「
常
二
國
憲
ヲ
重
シ
國
法
二
遵
ヒ
」
の
條
が
、
天
皇
の
御
裁
断
に
依
つ
て
再
び
加
へ
ら
れ
た
の
は
そ
の
間
の
事
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
て
ゐ

る
。
内
閣
に
封
し
て
芳
川
文
部
大
臣
か
ら
「
徳
教
二
闘
ス
ル
勅
論
ノ
議
」
に
つ
い
て
の
請
巖
文
書
が
提
出
さ
れ
た
の
は
九
月
二
十
六
日
で

勅
語
案
の
文
言
及
び
そ
の
稜
表
の
方
策
を
続
る
内
閣
の
審
議
は
九
月
下
旬
か
ら
十
月
中
旬
に
亙
っ
た
。
そ
れ
と
拉
行
し
て
西
村
茂
樹
、

川
田
剛
、
中
村
正
直
、
三
島
毅
、
島
田
重
證
等
の
學
者
に
封
し
個
人
的
な
意
見
も
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
愈
と
十
月
二
十
日
、
上
奏
裁
可

を
願
ふ
べ
き
「
勅
語
案
」
と
「
登
布
手
綾
」
の
閣
厳
決
定
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
の
勅
語
案
の
終
り
に
、
「
軍
人
ノ
勅
諭
卜
同
一
ノ
怪
ニ

て
ふ
ふ

テ
別
二
文
部
大
臣
等
ノ
副
署
ナ
シ
」
と
朱
書
し
た
貼
紙
を
特
に
貼
附
し
た
の
は
、
「
も
し
大
臣
等
の
副
署
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
一
形
式

の
他
の
政
令
と
同
様
に
内
閣
の
政
略
の
一
っ
と
看
倣
さ
れ
、
後
日
政
界
の
愛
動
と
共
に
紛
更
を
招
く
虞
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
聖
旨
に
副
ふ

所
以
で
は
な
い
」
と
い
ふ
井
上
の
起
稿
営
初
以
来
の
一
貫
し
た
主
張
が
、
山
縣
始
め
閣
僚
の
賛
同
を
得
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
稜
布
手

絞
に
つ
い
て
は
、
九
月
二
十
六
日
の
請
識
文
書
に
於
い
て
、
芳
川
文
相
は
、
高
等
師
範
學
校
臨
幸
の
際
か
、
或
い
は
小
學
校
令
稜
布
と
同

時
に
稜
表
す
る
、
と
い
ふ
二
案
を
提
出
し
て
ゐ
た
が
、
閣
議
の
段
階
で
は
前
者
が
採
用
さ
れ
、

高
等
師
範
學
校
へ
車
駕
親
臨
シ
勅
語
ヲ
降
シ
給
フ
文
部
大
臣
之
ヲ
奉
シ
訓
令
ヲ
全
國
二
頒
布
シ
テ
普
ク
衆
庶
二
示
ス

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
翌
二
十
一
日
山
縣
首
相
と
芳
川
文
相
に
依
つ
て
詳
細
に
上
奏
さ
れ
た
。

だ
が
、
こ
の
度
の
奏
請
は
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ヽ
御
嘉
納
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
「
稜
布
手
絞
」
に
つ
い
て
は
、
二
十
二
日
宮
内
大
臣

を
通
じ
て
、
「
文
部
大
臣
ヲ
宮
中
二
被
＞
召
御
下
賜
可
二
相
成
一
御
臨
幸
之
餞
は
不
＞
被
＞
為
＞
好
」
と
仰
せ
出
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
日
宮
内
大
臣
を
通
じ
、
ま
た
二
十
四
日
に
は
山
縣
と
共
に
参
内
、
師
範
學
校
行
幸
の
事
を
奏
請
し
た
が
遂
に
御
許
し
が
無
か
っ
た
。
斯

く
て
前
掲
の
焚
布
手
積
は
、

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
宮
中
へ
内
閣
純
理
大
臣
文
部
大
臣
召
サ
七
ラ
レ
敢
育
二
開
シ
本
書
ノ
勅
語
御
渡
シ
在
ラ
七
ラ
ル

但
勅
語
ハ
金
罫
紙
二
書
シ
黒
塗
御
紋
付
箱
5
e
A
加
遺
只
芦
、

二
入
ル

と
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
勅
語
案
に
つ
い
て
も
、
天
皇
は
二
十
二
日
夕
刻
徳
大
寺
侍
従
長
を
元
田
邸
に
遣
は
し
、
元
田
の
意
見
を
御

明
治
二
十
三
年
十
月

数
育
に
闊
す
る
勅
語

毅
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求
め
に
な
ら
れ
た
。
十
八
日
以
来
病
で
引
籠
つ
て
ゐ
た
元
田
は
、
二
十
四
日
朝
内
閣
の
勅
語
案
が
全
謄
と
し
て
自
分
の
修
正
文
よ
り
優
れ

完
全
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
た

ゞ
一
巽
「
原
文
の
中
に
て
之
ヲ
古
今
二
通
｀
ソ
テ
謬
ラ
ス
之
ヲ
中
外
二
施
シ
テ
惇

ラ
サ
ル
ヘ
シ
此
ノ
惇
ラ
サ

ル
ヘ
、
ツ
の
ヘ
シ
之
一
字
弛
寛
に
し
て
堅
確
な
ら
ず
」
、

徳
大
寺
の
奏
聞
を
聞
し
召
さ
れ
た
天
皇
は
元
田
の
意
見
を
御
採
捧
に
な
り
、
直
ち
に
穂
理
大
臣
、
文
部
大
臣
に
そ
の
旨
御
沙
汰
あ
り
、
修

正
の
上
で
同
日
御
裁
可
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

右
に
述
べ
た
や
う
に
、
教
育
勅
語
立
案
の
過
程
に
於
い
て
は
、
中
村
正
直
、
井
上
毅
、
元
田
永
学
等
が
力
を
證
し
て
起
草
に
開
係
し
、

芳
川
顕
正
、
山
縣
有
朋
が
慎
重
な
用
意
の
下
に
そ
の
取
纏
め
に
苦
心
し
た
。
こ
れ
ら
関
係
者
の
輔
翼
の
功
績
は
、
確
か
に
大
な
る
も
の
が

あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
間
、
明
治
天
皇
は
終
始
そ
の
進
捗
状
況
を
見
守
つ
て
を
ら
れ
、
幾
度
び
か
修
正
案
文
を
内
閲
あ
ら
せ
ら
れ
て
更
に
補

正
の
内
旨
を
下
し
、
焚
布
手
綾
に
つ
い
て
も
最
終
的
な
聖
断
を
下
し
給
う
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
、
教
育
勅
語
は
遂
に
稜
布
さ
れ
た
。
こ
の
日
天
皇
に
は
、
総
理
大
臣
山
縣
有
朋
、
文
部
大
臣
芳
川
顕
正
を

宮
中
に
御
召
し
に
な
り
、
親
し
く
勅
語
を
下
し
給
う
た
の
で
あ
る
。

文
部
省
で
は
翌
十
月
三
十
一
日
訓
令
第
八
琥
及
び
第
九
琥
を
稜
し
、
道
府
縣
直
轄
學
校
へ
そ
の
謄
本
を
頒
布
す
る
と
同
時
に
、
聖
意
の

謹
テ
惟
フ
ニ
我
カ

天
皇
陛
下
深
ク
臣
民
ノ
教
育
―
―
診
念
シ
タ
マ
ヒ
絃
二
恭
ク

勅
語
ヲ
下
タ
シ
ク
マ
フ
顕
正
職
ヲ
文
部
二
奉
シ
射
重
任
ヲ
荷
ヒ
日
夕
省
思
シ
テ
襟
フ
所
ヲ
惹
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
今

勅
語
ノ
謄
本
ヲ
作
リ
普
ク
之
ヲ
全
國
ノ
學
校
二
頒
ッ
凡
ソ
教
育
ノ
職
二
在
ル
者
須
ク
常
ニ

聖
意
ヲ
奉
餞
、ッ
テ
研
磨
薫
陶
ノ
務
ヲ
怠
ラ
サ
ル
ヘ
ク
殊
二
學
校
ノ
式
日
及
其
他
便
宜
日
時
ヲ
定
メ
生
徒
ヲ
會
集
シ
テ

勅
語
ヲ
奉
讀
シ
且
意
ヲ
加
ヘ
テ
諄
諄
誨
告
シ
生
徒
ヲ

シ
テ
夙
夜
二
侃
服
ス
ル
所
ア
ラ

シ
ム
ヘ
シ

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日

こ
の
訓
令
に
基
き
、
帝
國
大
學
に
於
い
て
ほ
十
一
月
三
日
勅
語
拝
讀
式
を
攀
行
、
穂
長
加
藤
弘
之
の
訓
示
と
文
科
大
學
教
授
重
野
安
繹
の

「
勅
語
ノ
大
旨
」
に
開
す
る
演
説
が
行
は
れ
た
。
総
長
の
訓
示
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

勅
論
モ
ア
ラ
セ
ラ
レ
シ
カ
今
般
更
二
唯
今
拝
讀
セ
シ
所
ノ

天
皇
陛
下

ハ
夙

二
教
育
二
大
御
心
ヲ
用
ヒ
サ
セ
ラ
レ
登
詐
以
来
屡

勅
語
ヲ
下
、
ゾ
玉
ヘ
リ
本
官
教
官
學
生
等
卜
共
二
謹
テ
聖
旨
ヲ
奉
戴
、
ッ
テ
将
来
盆
t

勉
動
従
事
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
抑
今
般
ノ

ク
ル
ヤ
教
育
祉
會
ノ
全
般
二
閥
シ
テ
下
シ
賜
ヒ
タ
ル
ハ
申
ス
迄
モ
ナ
キ
コ
ト
ナ
カ
ラ
吾
帝
國
大
學
學
生
ノ
如
キ
ハ
最
高
等
ノ
教
育
ヲ

受
ク
ル
者
タ
レ
ハ
努
ヒ
教
育
祉
會
全
般
ノ
師
表
模
範
タ
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
果
シ
テ
然
ラ
ハ
其
責
任
ノ
至
大
至
重
タ
ル
亦
固

ヨ
リ
論
ヲ
侯
ク
サ
ル
ナ
リ
本
官
去
月
十
八
日
二
於
テ
學
生
生
徒
二
封
シ
學
生
生
徒
力
今
日
二
於
テ
徳
義
上
最
モ
心

ヲ
用
フ
ヘ
キ
ハ
證

儀
廉
恥
ノ
風
ヲ
養
フ
ト
拉
二
吾
邦
固
有
ノ
性
情
ヲ
務
メ
テ
保
存
、
ソ
ッ
、
更
二
之
力
稜
逹
ヲ
圏
ル

1

二
在
ル
旨
趣
ヲ
訓
示
セ
シ
カ
未
タ

藪
日
ヲ
出
ス
シ
テ
圏
ラ
ス
モ
此
勅
語
ヲ
拝
讀
ス
ル
ヲ
得
ク
ル
ハ
本
官
二
於
テ
最
モ
歎
喜
二
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
汝
學
生
生
徒
諸
子
ョ

将
来
更
ニ
―
層
ノ
注
意
ヲ
加
へ
謹
テ
聖
旨
二
副
ヒ
奉
ラ
ン
コ
ト
ヲ
勉
ム
ヘ
シ

こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
全
國
の
各
學
校
に
於
い
て
も
奉
戴
の
式
典
が
畢
行
さ
れ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

學
校
許
り
で
は
な
い
。
輿
論
も
ま
た
勅
語
の
漠
登
を
熱
狂
的
に
歎
迎
し
た
。
芳
川
ほ
十
一
月
一
日
付
井
上
宛
て
の
書
翰
の
中
で
「
今
朝

之
新
聞
ハ
大
抵
満
足
ノ
意
ヲ
表
セ
ラ
レ
」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
営
時
の
新
聞
、
雑
誌
等
何
れ
も
勅
語
の
公
布
に
封
し
て
最
大
限
の
讚
辞
を

吾

明
治
二
十
三
年
十
月

勅
語
ヲ
奉
承
シ
テ
惑
奮
措
ク
能
ハ
ス
謹
ン
テ

訓

示

奉
戴
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
訓
示
し
た
。

10
三

数
育
に
闘
す
る
勅
語

文
部
大
臣
芳
川
顕
正

勅
語

此
慮
は
「
惇
ラ
ス
」
と
確
言
す
べ
き
旨
を
奉
答
し
た
。
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呈
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

八
八
九

十

一
月
一
日
付
東
京
朝
日
新
聞
の
社
詮
は
、
「
維
新
の
革
命
百
物
を
打
破
し
盛
し
て
玉
石
共
に
砕
け
教
育
の
大

本
ま
た
共
に
砕
か
れ
て
一
も
依
る
所
な
し
或
は
偏
に
外
國
の
風
に
則
り
或
は
偏
に
私
考
の
左
右
に
任
す
教
育
は
何
の
為
に
す
る
も
の
な
り

や
と
い
ふ
其
主
義
殆
ん
ど
之
れ
あ
る
こ
と
な
き
な
り
」
と
営
時
の
教
育
界
の
寅
態
を
痛
歎
し
た
後
、
「
叡
聖
文
武
我

「
謹
ミ
テ

昨
三
十
日
宮
中
へ
内
閣
穂
理
大
臣
文
部
大
臣
を
召
さ
せ
ら
れ
親
し
く
教
育
に
開
し
痛
切
な
る
勅
語
を
下
し
給
へ
り
（
略
）
我
日
本
帝
國
に
於

け
る
教
育
の
大
本
之
に
存
し
我
國
民
教
育
の
主
義
全
く
此
勅
語
に
在
り
」
と
述
べ
、
新
聞
「
教
育
報
知
」
は
、
特
に
内
藤
趾
斐
の
「
奉
勅

の
注
意
」
と
い
ふ
寄
稿
を
掲
載
し
、
「
皇
祖
皇
宗
ノ
大
道
、
教
育
ノ
淵
源
」
が
明
か
に
な
っ
た
事
を
思
へ
ば
「
賞
二
涙
ノ
垂
ル
、
ヲ
覺
ヘ

此
身
ノ
虞
置
ヲ
忘
レ
テ
、
手
ノ
舞
足
ノ
踏
ム

7

ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
結
ぶ
全
文
を
活
字
化
し
た
。
ま
た
雑
誌

勅
語
ヲ
拝
讀
ス
」
と
題
す
る
一
文
に
於
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
は
「
殆
ン
ト
舵
ナ
キ
船
ノ
如
シ
、
龍
ヲ
描

キ
テ
未
夕
睛
ヲ
貼
セ
サ
ル
カ
如
シ
」
と
言
ひ
、
勅
語
の
下
賜
に
依
つ
て
、
初
め
て
蜜
龍
貼
睛
の
功
を
全
う
し
た
と
喜
び
、

嗚
呼
聖
言
一
度
降
リ
テ
、
将
二
枯
稿
七
ン
ト
ス
ル
ノ
苗
、
勃
然
ト
シ
テ
生
色
ヲ
稜
セ
リ
、
教
育
祉
會
ガ
、
穣
々
タ
ル
、
牧
穫
ノ
倉

度
二
充
ツ
ル
ニ
至
ル
ハ
、
期
シ
テ
待
ッ
ベ
キ
ナ
リ

と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
教
育
勅
語
が
営
に
學
校
教
育
の
羅
針
盤
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
全
日
本
國
民
の
道
徳
的
指
針
で
あ
る
こ
と

こ
の
や
う
な
勅
語
漠
稜
直
後
の
情
況
を
確
認
し
た
開
係
者
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
。
芳
川
は
十
一
月
一
日
勿
々
の
間
に
筆
を
執
り
、
井

上
宛
て
こ
れ
を
歎
迎
し
て
ゐ
る
省
内
の
情
況
と
校
長
等
の
動
向
を
博
へ
、
井
上
は
二
日
付
元
田
宛
書
翰
に
於
い
て
「
感
激
慶
頌
無
他
事
存

候
」
と
言
ひ
、
元
田
も
ま
た
三
日
付
山
縣
宛
て
書
を
致
し
て
、
勅
語
の
漠
稜
を
翼
賛
し
た
こ
と
は
「
閣
下
動
功
少
カ
ラ
ズ
」
と
雖
も
そ
の

第
一
の
大
功
で
あ
る
と
慶
賀
し
た
。
山
縣
は
直
ち
に
返
書
を
認
め
そ
の
功
を
元
田
に
譲
っ
た
が
、
山
縣
自
身
の
述
懐
が
「
談
話
筆
記
」
に

次
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

教
育
勅
語
ノ
未
ダ
成
ラ
ザ
ル
前
ニ
ハ
若
シ
此
ル
モ
ノ
ガ
出
デ
．
＾
欧
洲
各
國
（
即
チ
耶
蘇
教
）
卜
衝
突
セ
ン
ト
テ
其
ノ
獲
布
ヲ
喜
バ
ザ

ル
モ
ノ
モ
ア
リ
キ
欧
風
ノ
政
治
家
ニ
ハ
此
ル
意
見
ノ
人
多
敷
ニ
テ
宵
木
（
周
蔵
）
ナ
ド
モ
何
ゥ
ダ
ラ
ウ
ト
考
ヘ
ク
リ
此
事
ハ
余
モ
大

ニ
懸
念
セ
シ
ガ
愈
勅
語
ノ
稜
表
ア
ル
ヤ
加
藤
弘
之
ョ
リ
誠
二
結
構
ナ
ル
モ
ノ
出
デ
タ
リ
ト
ノ
書
キ
物
（
手
紙
ニ
ア
ラ
ズ
）
ノ
来
ル
ニ

依
リ
テ
初
メ
テ
安
堵
シ
人
ニ
モ
話
七
ル
程
ナ
リ
キ
叉
長
崎
邊
ョ
リ
モ
同
様
ノ
旨
趣
ノ
モ
ノ
来
レ
リ

世
間
の
反
響
に
封
し
て
抱
い
て
ゐ
た
嘗
局
の
懸
念
が
全
く
杞
憂
に
終
り
、
初
め
て
安
堵
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

び

ぜ

ん

文
部
省
で
は
こ
の
や
う
な
形
勢
を
見
て
、
「
大
詔
一
下
す
る
や
天
下
靡
然
と
し
て
服
従
し
奉
り
、
民
心
の
こ
れ
に
向
ふ
こ
と
、
恰
も
大

旱
の
釦
如
を
求
む
る
の
概
が
あ
っ
た
」
と
判
断
し
た
。
参
内
し
た
芳
川
文
相
は
、
「
陛
下
御
登
極
以
末
履
t

重
要
ノ
詔
勅
ヲ
稜
セ
」
ら
れ

た
が
「
此
大
詔
命
ノ
如
ク
道
徳
ノ
大
本
立
チ
教
育
ノ
標
準
定
マ
リ
民
心
ヲ
安
カ
ラ
シ
メ
タ
ル
ハ
稀
ナ
リ
」
と
伏
奏
、
天
皇
に
は
「
龍
顔
い

と
麗
は
し
く
」
そ
れ
を
嘉
納
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
く
て
勅
語
漠
稜
後
の
文
敢
営
局
は
、
そ
の
精
神
を
ど
の
や
う
に
し
て
教
育

の
中
に
徹
底
し
定
著
さ
せ
る
か
の
問
題
に
営
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
封
虞
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
省
内
で
は
夙
く
か
ら
構
想
を
練
つ
て
ゐ
た
。
既
に
九
月
二
十
六
日
、
芳
川
文
相
か
ら
内
閣
に

提
出
し
た
勅
語
の
内
容
及
び
痰
布
の
方
法
に
開
す
る
請
議
文
書
の
中
で
、
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

聖
意
ヲ
奉
骰
、
ソ
務
メ
テ
徳
教
ヲ
普
及
擦
張
七
、
ソ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ク
ル
ヲ
任
ト
ス
故
ニ

勅
諭
ヲ
登
布
セ
ラ
ル
、
二
於
テ
ハ
本
大
臣

べ
ん

一
方
二
於
テ
ハ
教
科
書
ノ
巻
首
二
弁
ス
ル
ニ
勅
諭
ヲ
以
テ
シ
臣
民
ノ
子
弟
ヲ
シ
テ
日
課
ヲ
始
ム
ル
ゴ
ト
ニ
之
ヲ
拝
誦
セ
シ
メ
自
然

聖
意
ノ
在
ル
所
ヲ
脳
裏
二
感
銘
シ
以
テ
徳
教
二
風
化
セ

、ソ

メ
ン
ト
ス
叉
他
ノ
一
方
二
於
テ
ハ
者
徳
碩
學
ノ
士
ヲ
選
ヒ
勅
諭
術
義
ヲ
著

述
稜
行
セ
シ
メ
本
大
臣
之
ヲ
検
定
シ
テ
教
科
書
ト
ナ
シ
倫
理
修
身
ノ
正
課
二
充
テ
ン
ト
ス

謄
本
頒
布
の
際
に
訓
令
を
焚
し
て
、
教
職
に
在
る
者
は
常
に
聖
意
を
奉
骰
し
、
式
日
そ
の
他
日
時
を
定
め
生
徒
を
會
集
し
て
奉
讀
す
る
や

う
指
示
し
た
文
部
省
は
、
こ
の
構
想
に
基
き
直
ち
に
術
議
書
の
刊
行
と
教
科
書
の
是
正
に
著
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
三
年
十
月 ぶ珠

・冴

を
強
調
し
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。

惑
恩
戴
徳
、

「
教
育
」
は
、

ス、

数
育
に
関
す
る
勅
語

ゃ

蹟

，滋
ヵ
遠
心

911ー・

天
皇
陛
下
に
は
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明
治
二
十
三
年
十
月

を
支
へ
た
こ
の
教
育
勅
語
は
、
大
東
亜
戦
争
の
敗
戦
に
伴
ひ
昭
和
二
十
一
一
一
年
六
月
十
九
日
衆
参
雨
院
に
於
け
る
「
排
除
」
「
失
放
確
認
」

の

決

議

に

依

つ

て

學

校

教

育

か

ら

完

全

に

締

め

出

さ

れ

た

。

（

鳥

菓

）

時
期
に
下
賜
せ
ら
れ
、

民
族
の
歴
史
と
偉
統
に
劉
す
る
尊
重
の
念
を
呼
び
醒
し
、

八
九

世
界
史
の
奇
蹟
と
も
い
は
れ
る
そ
の
後
の
日
本
の
獲
展

鎖
國
時
代
の
立
後
れ
を
取
戻
す
こ
と
に
懸
命
の
餘
り
、

我
が
國
の
人
心
が
文
明
開
化
の
末
に
馳
せ
欧
米
心
酔
に
依
つ
て
全
く
混
鋭
し
た

そ
の
後
漢
文
諜
、

黙
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
や
う
な
外
國
人
の
閥
心
に
封
應
し
て
明
治
四
十
年
先
づ
勅
語
の
英
繹
を
公
刊
し
た
が
、

次
い
で
フ
ラ
ン
ス
語
繹
、
ド
イ
ツ
語
繹
を
行
ひ
、
四
十
二
年
に
入
り
『
疇
虹
教
育
勅
語
繹
纂
』
を
刊
行
し
た
。

文
部
省
で
は
、

逹
さ
せ
て
ゐ
る
」
と
書
き
、
武
士
道
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
に
、
教
育
勅
語
の
全
文
を
掲
げ
、

そ
の
特
性
と
し
て
普
遍
性
と
世
俗
性
の

教
授
も
そ
の
著
『
倫
理
思
想
史
』
(
-
芦
年
）
の
中
で
、
「
日
本
人
は
偉
大
な
民
族
が
作
り
出
し
た
最
も
高
貴
な
道
徳
隆
系
の
―
つ
の
型
を
稜

性
に
と
つ
て
債
値
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
断
言
し
て
ゐ
る
が
、
道
徳
史
の
研
究
家
と
し
て
有
名
な
フ
イ
リ
ッ
プ
・
マ
イ
ヤ
ー
M
e
y
e
r
,
P
.
 

ル
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。

『
極
東
に
於
け
る
教
育
』
（
左
記
）
の
著
者
米
人
ス
ウ
イ
ン
グ
博
士
は
、
「
教
育
勅
語
の
根
本
基
調
は
道
徳
的
徳

麓
の
講
演
は
極
め
て
妥
嘗
で
あ
り
、
好
評
裡
に
終
っ
た
。

列
國
の
教
育
者
等
は
、

教
育
勅
語
が
國
民
道
徳
運
動
の
―
つ
の
成
功
し
た
モ
デ

蹄
一
し
て
ゐ
る
こ
と
は
他
に
類
例
が
無
い
」
と
い
ふ
槃
が
強
く
な
っ
た
。
斯
く
て
明
治
四
十
一
年
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
國
際
道
徳
會

議
に
於
い
て
、
日
本
代
表
に
封
し
「
教
育
勅
語
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
」
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
需
め
に
應
じ
て
起
っ
た
菊
池
大

こ
・：
t
ヵ

教
育
勅
語
に
注
目
す
る
者
が
多
く
、
「
日
本
人
は
道
義
的
に
極
め
て
優
秀
で
あ
る
。

特
に
そ
の
徳
育
の
根
本
原
理
が
教
育
勅
語
に

の
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
我
が
國
は
世
界
の
注
視
の
的
と
な
っ
た
。

欧
米
の
識
者
の
間
で
そ
の
原
因
の
究
明
が
色
々
行
は
れ

至
っ
た
。

こ
の
勅
語
の
湊
痰
後
、
我
が
國
は
日
清
、

日
露
の
戦
役
に
國
運
を
賭
し
た
。

そ
し
て
そ
の
勝
利
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
殆
ど
そ

教
育
勅
語
は
明
治
時
代
に
於
け
る
國
民
精
神
の
形
成
に
決
定
的
影
婁
を
呉
へ
た
許
り
で
な
く
、

こ
・‘
‘

t
ヵ

1
0
三

,＇ 
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，
 

外
國
に
於
い
て
も
高
く
評
債
さ
れ
る
に

勅
語
の
解
繹
を
試
み
た
も
の
と
し
て
は
、
明
治
二
十
一
一
一
年
十

一
月
雑
誌
「
國
光
」
に
装
表
さ
れ
た
内
藤
趾
斐
の
論
文
「
勅
語
童
諭
」
が

最
も
早
い
が
、
同
年
中
に
四
部
の
術
義
書
が
版
行
さ
れ
、

翌
年
に
入
る
と
新
た
に
十
八
部
が
出
版
さ
れ
た
。
中
で
も
二
十
四
年
九
月
刊
行

の
井
上
哲
次
郎
著
『
勅
語
術
義
』
は
文
部
省
の
依
頼
に
依
つ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
草
稿
は
中
村
敬
宇
、
西
村
茂
樹
等
に
回

墨
れ
、
彼
等
の
附
し
た
意
見
を
芳
川
文
相
自
ら
取
捨
し
て
版
に
附
し
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
書
の
編
輯
は
、
前
記
文

喜
局
の
聖
旨
奉
陸
事
業
の
一
環
と
し
て
の
特
殊
な
意
義
を
持
つ
て
を
り
、
そ
れ
だ
け
に
世
間
の
闘
心
を
緊
め
、
教
育
界
に
影
響
す
る
所

も
大
き
か
っ
た
。

，

こ
の
官
撰
と
も
朋
す
べ
き
術
義
書
の
印
行
と
並
ん
で
、
明
治
二
十
四
年
の
十

一
月
、
文
部
省
で
は
「
小
學
校
教
則
大
綱
」
を
公
布
し
、

「
修
身
ハ
教
育
二
闘
ス
ル
勅
語
ノ
旨
趣
二
基
キ
兒
童
ノ
良
心
ヲ
啓
培
シ
テ
其
徳
性
ヲ
涵
養
シ

人
道
賓
践
ノ
方
法
ヲ
授
ク
ル
ヲ
以
テ
要
旨
卜

ス
」
る
こ
と
を
闇
明
し
た
が
、
翌
十
二
月
に
は
小
學
校
修
身
敢
科
書
検
定
標
準
を
作
っ
て
修
身
教
科
書
の
是
正
に
乗
り
出
し
た
。
斯
く
て
、

明
治
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
の
終
り
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
約
八
十
種
の
教
科
書
は
、
す
べ
て
勅
語
奉
戴
の
精
神
に
依
つ
て
貫
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
民
心
四
分
五
裂
」
し
て
ゐ
た
と
い
は
れ
る
時
期
の
直
後
で
あ
る
か
ら
、
其
虞
に
若
干
の
摩
擦
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
十
三
年
十
一

勅
語
奉
戴
の
徹
底
を
期
す
る
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
政
府
部
内
の
結
束
の
下
に
推
進
さ
れ
、
弘
＜
國
民
的
な
支
持
を
得
た
。
尤
も
「
海
内

月
三
日
の
名
古
屋
美
以
教
會
事
件
、
二
十
四
年
一
月
九
日
の
内
村
鑑
三
事
件
等
物
議
の
種
と
な
っ
た
出
来
事
が
あ
り
、
ま
た
二
十
四
年
十

と
し
ふ
一
文
を
続
る
論
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

一
月
「
教
育
時
論
」
に
掲
載
さ
れ
た
井
上
哲
次
郎
の
「
宗
敢
と
教
育
に
つ
い
て
」

巨
視
的
に
見
れ
ば
、
教
育
勅
語
の
湊
登
に
依
つ
て
、
そ
れ
ま
で
混
鋭
し
て
ゐ
た
徳
育
論
議
に
蹄
一
す
べ
き
方
向
が
典
へ
ら
れ
た
こ

と
、
そ
の
後
の
教
育
界
が
内
閣
の
更
迭
に
拘
ら
ず
一
貫
し
て
勅
語
を
國
民
教
育
の
最
高
の
擦
り
虞
と
仰
い
だ
事
は
、
何
人
も
こ
れ
を
認
め

る
で
あ
ら
う
。

数
育
に
闘
す
る
勅
語

八
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