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七
一

　
　

は
じ
め
に

　

山
口
県
の
防
府
市
か
ら
や
っ
て
来
ま
し
た
児
玉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
近
は
年
を

い
た
ず
ら
に
重
ね
る
ば
か
り
で
、
あ
ま
り
研
究
ら
し
い
研
究
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

と
く
に
九
州
の
真
宗
史
に
つ
い
て
は
若
い
頃
は
少
し
し
て
い
た
の
で
す
が
、
近
年

は
ま
っ
た
く
不
勉
強
で
し
て
、
と
て
も
お
役
に
立
つ
話
は
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
九
州
の
真
宗
史
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
昔
も
今

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
九
州
で
起
こ
っ
た
現
象
を
、
単
に
西
日
本
の

端
っ
こ
の
一
現
象
と
捉
え
る
の
で
な
く
、
も
っ
と
真
宗
史
全
体
の
中
に
位
置
づ
け

る
作
業
を
続
け
て
い
け
ば
、
そ
こ
か
ら
、
従
来
の
真
宗
史
研
究
が
見
落
と
し
て
い

た
部
分
に
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、 

真
宗
史
を
見
直
す
端
緒
を
開
く
こ
と
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

と
申
し
ま
し
て
も
、
年
齢
的
に
も
私
に
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
自
分
で
こ
れ
か
ら

研
究
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
。若
い
皆
様
方
に
期
待
す
る
ば
か
り
で
す
。

そ
こ
で
本
日
は
、
私
が
九
州
真
宗
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
時
間
の
許
す
範
囲
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
少
し
で
も
興
味
を

お
感
じ
に
な
っ
て
、
九
州
真
宗
史
を
研
究
し
て
み
よ
う
と
思
わ
れ
る
方
が
出
ら
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
か
ら
で
す
。

　

早
速
本
論
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
、
伝
播
当
初
の
信
仰
形
態

　

最
初
に
、
戦
国
時
代
に
真
宗
が
九
州
に
伝
播
し
て
き
た
当
初
の
形
態
に
つ
い
て

検
討
し
ま
し
ょ
う
。
神
田
千
里
さ
ん
と
い
う
東
洋
大
学
の
教
授
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
一
向
一
揆
の
研
究
で
は
第
一
人
者
で
、
非
常
に
優
秀
な
方
で
す
。
そ
の
人

が
戦
国
期
の
一
向
宗
の
信
仰
形
態
を
示
す
史
料
と
し
て
よ
く
引
用
し
て
い
る
の

に
、
史
料
一
に
掲
げ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（『
一
向
宗
と
戦
国
社
会
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）。

史
料
一　
「
相
良
氏
法
度
」

　
　

一
、 

他
方
よ
り
来
り
候
ず
る
祝
、
山
伏
、
物
し
り
、
宿
を
貸
す
べ
か
ら
ず
候
、

【
公
開
研
究
会
報
告
】

平
成
二
十
二
年
二
月
四
日
開
催

真
宗
史
再
考 ―

九
州
関
係
史
料
を
素
材
に―

児　

玉　
　
　

識
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祈
念
等
あ
つ
ら
へ
べ
か
ら
ず
、
一
向
宗
基
足
る
べ
く
候
、

　
　

一
、  

一
向
宗
之
事
、
い
よ

く
法
度
た
る
べ
く
候
、
す
で
に
加
賀
の
白
山
も

え
候
事
、
説
々
顕
然
候
事
、

　
　

一
、 
男
女
に
よ
ら
ず
、
素
人
の
祈
念
、
医
師
取
い
た
し
、
み
な
一
向
宗
と
心

得
べ
き
事
、

　

神
田
さ
ん
は
、こ
れ
以
外
に
薩
摩
の
近
世
史
料
も
い
く
つ
か
引
用
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
薩
摩
で
広
が
っ
た
初
期
真
宗
の
伝
道
者
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
山
伏
や
祝
（
は
ふ
り
）
な
ど
行
脚
、
托
鉢
な
ど
を
し
て
祈
祷
を
行
う
も
の
た

ち
と
同
類
で
、
だ
か
ら
真
宗
が
禁
制
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
ま
す
。

　

た
し
か
に
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
当
時
の
真
宗
の
伝
道
者
が
祈
祷
者
の
集
団
と

行
動
を
共
に
し
、
ま
た
実
際
に
祈
祷
を
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
前
か
ら
こ
の
説
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
す
。
と
申
し

ま
す
の
は
、
中
世
社
会
に
は
行
脚
、
托
鉢
な
ど
し
て
祈
祷
す
る
宗
教
者
が
沢
山
い

た
の
は
ど
こ
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
、
祈
祷
者
と
同
類
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ

け
で
真
宗
が
そ
の
後
永
く
禁
止
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で

す
。
ま
だ
ほ
か
に
も
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
よ
り
も
、

も
っ
と
過
激
で
、
従
来
の
道
徳
観
念
を
否
定
す
る
よ
う
な
、
為
政
者
に
と
っ
て
危

険
な
要
素
を
含
ん
だ
信
仰
を
説
く
宗
教
活
動
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。

　

で
は
、
は
た
し
て
そ
れ
を
示
す
よ
う
な
史
料
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
私
が
注
目

し
た
い
の
が
、
史
料
二
の
記
述
で
す
。
こ
れ
は
、
本
日
ご
出
席
の
星
野
元
貞
さ
ん

も
引
用
し
て
お
ら
れ
る
も
の
で
す
（
星
野
元
貞
「
薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁

制
政
策
」『 

真
宗
研
究
』
第
二
八
輯
）。

史
料
二　
「
日
新
菩
薩
記
」（
慶
長
二
年
、『
鹿
児
島
県
史
料
集
』
Ⅳ
）

　
　
　

 

諸
所
ニ
一
向
宗
起
テ
父
母
ヲ
軽
ン
ジ
仏
神
ニ
疎
ズ
ル
者
人
間
ノ
作
法
ニ
ア

ラ
ズ
、
是
等
ノ
徒
党
成
敗
ニ
根
ヲ
断
チ
葉
ヲ
枯
サ
ル
ル
事
、
悪
逆
無
道
ハ

天
魔
ノ
所
行
、
天
下
国
家
ヲ
乱
ス
、
此
ノ
魔
賊
ヲ
誅
滅
ス
ル
政
道
ハ
、
身

ヲ
忠
孝
ニ
砕
キ
心
ヲ
寺
社
ニ
繋
テ
、子
孫
長
久
ノ
隠
徳
ヲ
積
ム
・・（
後
略
）

「
一
向
宗
起
テ
父
母
ヲ
軽
ン
ジ
仏
神
ニ
疎
ズ
ル
者
人
間
ノ
作
法
ニ
ア
ラ
ズ
」、「
悪

逆
無
道
ハ
天
魔
ノ
所
行
天
下
国
家
ヲ
乱
ス
・
・
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
向
宗

の
信
者
に
は
忠
孝
の
気
持
や
祖
先
崇
拝
の
観
念
が
ま
る
で
な
い
、
だ
か
ら
け
し
か

ら
ん
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
史
料
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
と
神
田
さ
ん

の
引
用
す
る
史
料
と
で
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
、
真
宗
が
伝

播
し
た
当
時
に
弾
圧
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
が

実
際
に
見
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

戦
国
時
代
、
当
時
の
日
本
で
は
三
つ
の
宗
教
が
活
発
に
動
き
ま
し
た
。
西
か
ら

東
へ
進
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
と
、
東
か
ら
西
へ
進
ん
だ
真
宗
と
日
蓮
宗
で
す
。
そ
う

い
う
も
の
が
急
速
に
広
が
っ
た
の
は
、
い
ま
ま
で
と
は
価
値
観
の
大
き
く
異
な
っ

た
信
仰
を
説
き
、
所
作
を
す
る
宗
教
者
が
現
れ
、
そ
れ
を
民
衆
が
歓
迎
し
た
か
ら

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
が
じ
わ
じ
わ
と
広
が
っ

た
の
で
は
な
く
、
一
気
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
で
従
来
の
宗
教
と
違
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
史
料
に
は
、
神
仏
を
疎
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
弥
陀
一
仏
主
義
を
貫
き
、
従
来
か
ら
の
余
仏
を
拝
ま
な
い
態
度
を
と
っ
て

い
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
父
母
を
軽
ん
ず
る
こ
と
を
非
難
し
て
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い
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
祖
供
養
の
強
化
に
よ
っ
て
支
配
を
よ
り
強
固
に
し
よ
う
と

す
る
為
政
者
に
対
す
る
民
衆
の
反
発
と
し
て
、
為
政
者
側
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
る
よ
う
な
行
動
に
出
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
だ
か
ら
こ
そ
真
宗
を
弾
圧
す
る
地
域
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
他
の
仏
教
諸
宗
派
と
比
べ
て
真
宗
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ユ

ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
信
じ
が
た
い
と
思
わ
れ
る
人
が
多
い
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
こ
で
、
真
宗
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
示
す
も
う
一
つ
の
史
料
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
史
料
三
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
九
州
に
最
初
に
真
宗
を
広
め
た
と
言

わ
れ
て
い
る
天
然
が
記
し
た
「
天
然
問
答
」
と
い
う
、
室
町
時
代
の
談
義
本
で
す
。

史
料
三　
「
天
然
問
答
」（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
五
巻
）

　

① 

自
芳
上
人
御
シ
メ
シ
ノ
ヤ
ウ
、
人
ノ
年
忌
ニ
卒
都
婆
ヲ
タ
テ
、
説
法
義
、
余
ノ
念

仏
門
ニ
モ
ア
ル
ヤ
イ
ナ
ヤ
ノ
コ
ト
。
答
テ
イ
ハ
ク
、
サ
カ
リ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
カ
ナ
ラ

ス
オ
ト
ロ
フ
ル
道
理
ヲ
不
弁
、
如
此
異
他
家
ノ
申
コ
ト
ヲ
ト
リ
ア
ケ
テ
、
御
不
審

サ
フ
ラ
フ
コ
ソ
、
マ
コ
ト
ニ
モ
テ
ア
サ
マ
シ
キ
。
ソ
レ
卒
都
婆
ハ
真
言
教
ノ
説
相
、

浄
土
ノ
教
ニ
ア
ラ
ス
。
我
宗
ノ
タ
テ
ハ
ヲ
シ
ラ
ス
、
オ
ヨ
ヒ
ナ
キ
真
言
教
ノ
ヲ
キ

テ
、
難
行
道
ヲ
モ
テ
ト
フ
ラ
ウ
念
仏
者
コ
ソ
、
真
実
ノ
ヒ
ル
賊
ナ
レ
。
ス
テ
ニ
雑

行
ニ
ア
ラ
ア
ス
ヤ
。闇
天
ノ
飛
礫
ノ
コ
ト
シ
。ト
リ
ア
ケ
テ
返
答
申
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。

コ
ト
サ
ラ
一
向
専
修
ノ
宗
ト
ナ
ノ
ル
コ
ゝ
ロ
エ
、
各
異
ス
ル
コ
ト
外
道
ニ
ア
ラ
ス

ヤ
。

　

② 

臨
終
、
フ
シ
ナ
カ
ラ
死
ス
ル
ヲ
ハ
、
往
生
セ
ス
。
居
ナ
カ
ラ
死
ス
ル
ヲ
ハ
、
メ
テ

タ
キ
往
生
ト
イ
フ
コ
ト
。
答
テ
曰
、
タ
ト
ヒ
臨
終
ノ
ト
キ
、
オ
キ
イ
テ
死
シ
サ
フ

ラ
フ
ト
モ
、
平
生
ニ
タ
モ
ツ
ト
コ
ロ
ノ
仏
法
ナ
ク
ハ
、
往
生
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
タ
ト

ヘ
フ
シ
ナ
カ
ラ
ヲ
ハ
リ
候
ト
モ
、
平
生
ニ
持
ト
コ
ロ
ノ
仏
法
ア
ラ
ハ
、
往
生
決
定

ナ
リ
。
…
…
（
後
略
）

　

③ 

念
仏
門
ノ
在
家
ノ
モ
ノ
、
人
ヲ
引
導
シ
輙
ハ
疎
ナ
ル
道
、
入
カ
タ
キ
ハ
甚
重
ノ
道

タ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
。
答
曰
、
浄
土
門
ニ
ハ
平
生
ノ
ト
キ
往
生
ノ
道
ヲ
ヲ
シ
ヘ
テ
、

没
後
ニ
イ
タ
リ
テ
死
骸
ニ
ハ
道
ヲ
オ
シ
ヘ
サ
フ
ラ
ハ
ス
。
コ
ノ
土
ノ
縁
ツ
キ
、
一

息
閉
眼
ノ
ノ
チ
ニ
、
ム
ナ
シ
キ
死
骸
ヲ
、
今
生
一
味
ノ
同
朋
、
六
道
輪
廻
ノ
結
句

ナ
レ
ハ
、浄
土
再
開
ノ
ヨ
シ
ミ
ニ
野
辺
ノ
ト
モ
ヲ
イ
タ
ス
ハ
カ
リ
ナ
リ
…
…（
中
略
）

念
仏
ノ
行
者
ハ
、
平
生
ニ
往
生
ヲ
サ
ツ
ケ
、
死
骸
ヲ
浄
土
ヘ
ヲ
ク
ル
コ
ト
ハ
ナ
シ
、

サ
ラ
ニ
仏
説
ニ
ソ
ム
キ
テ
、ヒ
ト
ヲ
教
示
ス
ル
コ
ト
、ユ
メ
ユ
メ
コ
レ
ナ
シ
…
…（
後

略
）

　

こ
の
史
料
か
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
天
然
は
、「
卒
都
婆
ハ
真
言
教
ノ
説
相
、

浄
土
ノ
教
ニ
ア
ラ
ス
。
我
宗
ノ
タ
テ
ハ
ヲ
シ
ラ
ス
、
オ
ヨ
ヒ
ナ
キ
真
言
教
ノ
ヲ
キ

テ
・
・
」
と
、
真
言
宗
が
祖
先
崇
拝
の
シ
ン
ボ
ル
た
る
卒
都
婆
を
使
っ
て
い
た
の

に
対
し
、
真
宗
は
卒
都
婆
を
使
わ
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
も

新
し
い
で
す
が
、
さ
ら
に
、
臨
終
時
に
念
仏
を
称
え
な
い
と
往
生
で
き
な
い
と
い

う
の
が
こ
れ
ま
で
の
教
え
だ
っ
た
の
に
、
真
宗
は
そ
れ
を
言
わ
な
い
と
説
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
も
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
大
変
珍
し
い
教
説
だ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、「
死
者
引
導
」、
死
者
を
一
生
懸
命
拝
ん
で
送
り
出
し
て
や
っ
て
、

そ
れ
で
浄
土
往
生
す
る
と
い
う
一
般
仏
教
に
対
し
て
、
真
宗
で
は
、
臨
終
に
お
経

を
読
も
う
が
読
む
ま
い
が
、
往
生
に
は
関
係
な
く
、
平
生
往
生
で
極
楽
行
き
だ
と
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
教
え
を
伝
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
教
説
に
民
衆
が
強

く
心
を
引
か
れ
、
爆
発
的
に
真
宗
が
広
が
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思

う
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、神
田
さ
ん
の
よ
う
に
、初
期
の
一
向
宗
徒（
真
宗
門
徒
）は
占
い
・
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祈
祷
集
団
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
逆
の
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
、
九
州
の
初
期
真
宗
を
考
え
る
と
き
に
ま
ず
私
は
問
題
に
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
真
宗
門
徒
が
教
義
通
り
に
呪

術
拒
否
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ

と
も
確
か
な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
は
、
蓮
如
以
降
の
真
宗
教
団
に
は
歴
代
本
願
寺

法
主
を
マ
ン
ゴ
ッ
ド
と
し
て
崇
め
る
、
教
団
独
自
の
強
烈
な
呪
術
が
あ
り
、
そ
れ

が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
も
派
生

し
て
い
ま
し
た
。

  

た
と
え
ば
、
真
宗
が
伝
播
す
る
際
に
蓮
如
染
筆
の
六
字
名
号
を
上
方
か
ら
持
ち

下
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
名
号
は
「
火
除
名
号
」
と
言
わ
れ
、
火

難
除
け
の
魔
力
が
あ
る
と
門
徒
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
伝
承
を
よ
く
耳
に
し

ま
す
。
こ
れ
も
蓮
如
に
マ
ジ
カ
ル
な
力
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
私
も
真
宗
が
非
呪
術
集
団
だ
っ
た
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
呪
術
が
あ
っ
て
も
、
真
宗
の
場
合
は
、
そ
の
呪
術
に
伴
う
タ
ブ
ー
が
弱

か
っ
た
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
今
申

し
ま
し
た
火
難
除
け
の
場
合
で
も
、
一
般
的
に
は
、
若
水
を
徳
利
に
入
れ
て
中
柱

に
さ
さ
げ
た
り
、正
月
に
寒
の
九
日
目
の
雨
を
取
っ
て
お
い
て
屋
根
に
か
け
た
り
、

初
庚
申
の
家
の
梁
に
左
縄
を
巻
き
付
け
た
り
す
る
、
陰
陽
師
や
山
伏
に
よ
っ
て
説

か
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
タ
ブ
ー
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
（
桜
井
徳
太
郎
『
民
間

信
仰
辞
典
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
真
宗
で
は
蓮
如
の
名
号
を
拝
す
る

と
い
う
簡
単
な
一
行
為
だ
け
に
絞
り
込
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
蓮
如
＝
マ

ン
ゴ
ッ
ド
と
い
う
呪
術
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
が
、こ
れ
に
よ
っ
て
旧
来
の
陰
陽
師
、

山
伏
主
導
の
日
常
レ
ベ
ル
で
の
タ
ブ
ー
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
わ

け
で
、
戦
国
時
代
に
逞
し
く
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
民
衆
は
こ
う
し
た
日
常
生
活
上

の
タ
ブ
ー
か
ら
の
解
放
を
歓
迎
し
た
、
こ
れ
が
真
宗
が
飛
躍
的
に
進
展
し
て
い
っ

た
一
つ
の
大
き
な
要
因
だ
っ
た
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

私
の
解
釈
に
は
強
引
さ
が
あ
っ
て
賛
成
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
方
が
多
い
か

と
思
い
ま
す
が
、
解
釈
の
当
否
は
と
も
あ
れ
、
真
宗
の
優
勢
地
域
で
は
他
宗
地
域

よ
り
も
タ
ブ
ー
が
弱
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
事
例
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
真
宗
門
徒
は
道
徳
を
無
視
す
る
と
し

て
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
史
料

四
も
そ
の
一
例
で
す
。
こ
れ
は
肥
前
有
田
出
身
の
経
世
家
正
司
考
祺
（
一
七
九
三

〜
一
八
五
七
）
の
書
い
た
も
の
で
す
。

史
料
四　
「
経
済
問
答
秘
録
」（『
日
本
経
済
叢
書
』
二
三
巻
）

　
　

 

然
ル
ニ
門
徒
ノ
輩
先
祖
ノ
祭
礼
ヲ
輟
メ
ル
ハ
、
文
明
ノ
此
蓮
如
自
二
祖
師
一
八
代
文
章

ト
云
者
ヲ
作
リ
、「
諸
神
諸
菩
薩
ノ
六
字
ノ
中
ニ
籠
ラ
セ
玉
フ
」
ト
記
セ
シ
ヨ
リ
、

我
神
国
ニ
生
レ
、
神
武
天
皇
開
国
ノ
功
労
モ
念
ハ
ズ
、
伊
勢
ノ
太
麻
モ
受
ズ
、
諸

社
ノ
厭
符
モ
受
ズ
、
神
主
修
験
等
配
札
ス
レ
バ
、
直
ニ
之
ヲ
棄
テ
神
棚
モ
架
ヘ
ズ
、

墓
祭
モ
致
サ
ズ
、
先
祖
父
母
ノ
位
牌
モ
無
ク
、
父
母
死
シ
テ
中
陰
ニ
位
牌
モ
置
カ

ズ
、
年
廻
ニ
祭
莚
モ
設
ケ
ズ
、
唯
僧
ヲ
招
イ
テ
阿
弥
陀
仏
ヲ
念
ジ
、
又
一
生
親
ノ

改（
マ
マ
）名

モ
知
ラ
ズ
、
適
孝
心
ノ
者
親
ノ
墓
ニ
詣
レ
バ
、
仲
間
ド
モ
大
ニ
笑
ヒ
嘲
ル
事

ア
リ

　

一
読
し
て
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
真
宗
門
徒
は
伊
勢
の
大
麻
も
受
け
ず
、
位
牌

も
置
か
ず
、
阿
弥
陀
仏
以
外
は
す
べ
て
拒
否
し
て
い
る
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
に
真
宗
門
徒
は
道
徳
を
無
視
す
る
と
し
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
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こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
実
は
真
宗
門
徒
は
倫
理
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
江
戸
時
代
の

文
献
も
一
方
に
は
沢
山
あ
る
こ
と
で
す（
拙
著『
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
』法
蔵
館
、

二
〇
〇
五
年
）。
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち

ら
の
見
方
が
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
私
は
ど
ち
ら
も
正
し
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
道
や
旧
来
の
仏
教
を
信
奉
し
て
そ
の
教
え
や
風
習
を

守
る
こ
と
を
道
徳
の
基
準
に
し
て
考
え
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
真
宗
門
徒
の
行
動

は
き
わ
め
て
非
道
徳
的
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
基
準
に
と

ら
わ
れ
な
い
で
見
る
と
き
は
、
正
直
、
忍
耐
、
協
調
を
重
ん
ず
る
真
宗
門
徒
は
倫

理
性
が
高
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
ら
で
す
。
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
た

あ
と
で
触
れ
ま
す
の
で
、
次
に
真
宗
の
伝
播
経
路
の
問
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
。

二
、
伝
播
の
経
路

史
料
五　

 

九
州
の
主
な
本
末
関
係
（
日
浦
保
徳
『
九
州
真
宗
史
と
四
日
市
別
院
』

本
願
寺
四
日
市
別
院
、
一
九
七
〇
年
）
よ
り
引
用

　

史
料
五
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
日
浦
保
徳
氏
の
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
こ

こ
か
ら
九
州
に
お
け
る
真
宗
の
主
な
本
末
関
係
が
分
か
り
ま
す
。
日
浦
氏
に
よ
る

と
、
こ
の
う
ち
で
末
寺
の
多
か
っ
た
の
は
①
、
②
、
③
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
端
坊
、
仏
照
寺
、
善
法
寺
の
三
か
寺
が
九
州
真
宗
発

展
の
上
で
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
善

法
寺
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
と
の
二
か
寺
に
つ
い
て
は
少
し
調

べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
簡
単
な
が
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
（
詳
し
く

は
拙
著『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』〈
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
五
年
〉第
一
章
参
照
）。

　

①
の
端
坊
は
、
こ
こ
で
は
京
都
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
京
都
に
移
っ

た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
興
正
寺
末
寺
と
し
て
大
坂
に

あ
っ
た
寺
で
す
。
京
都
に
移
っ
た
寺
も
明
治
維
新
後
に
消
滅
し
て
、
今
は
存
在
し

て
い
ま
せ
ん
。
②
の
仏
照
寺
は
今
も
大
阪
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
畿
内
に
あ
っ
た
端

坊
と
仏
照
寺
が
他
の
畿
内
寺
院
と
一
緒
に
天
文
年
間
か
ら
西
国
、
九
州
方
面
に
進

出
し
は
じ
め
た
こ
と
を
記
し
た
史
料
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
史
料
六
で
す
。

史
料
六　
「
紫
雲
殿
由
縁
起
」（『
真
宗
全
書
』
巻
七
〇
）

　
　

 

蓮
如
公
述
作
勧
文
、
往
昔
加
藤
源
左
右
衛
門
寄
進
セ
ル
版
木
コ
ト

く
ク
引

取
、
村
井
庄
兵
衛
我
物
ト
自
由
シ
・
・（
中
略
）
代
筆
ノ
勧
文
表
補
絵
ノ
本

尊
ナ
ト
拵
テ
自
分
ノ
売
物
ノ
中
ニ
組
入
、
西
国
九
州
方
へ
毎
歳
売
出
、
其
ノ

①　

本
願
寺

京
都
六
条

興
正
寺

京
都
六
条

端　

坊

豊
後
豊
岡

覚
正
寺

豊
後
鶴
崎

専
想
寺

豊
後
府
内

光
西
寺

④　

本
願
寺

日
向
美
々
津

正
覚
寺

②　

本
願
寺

摂
津
溝
抗

仏
照
寺

豊
前
中
津

明
蓮
寺

豊
前
小
倉

永
照
寺

⑤　

本
願
寺

豊
前
今
井

浄
喜
寺

③　

本
願
寺

豊
前
臼
杵

善
法
寺

肥
後
熊
本

順
正
寺

肥
後
熊
本

西
光
寺

筑
後
久
留
米

真
教
寺

⑥　

本
願
寺

豊
後
富
喜

泉
慶
寺

豊
前
小
倉

本
通
寺

豊
後
高
家

蓮
照
寺
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人
体
ハ
堺
ノ
善
教
寺
弟
善
蔵
、
中
島
仏
照
寺
兄
六
左
衛
門
、
堺
南
庄
路
東
坊

倅
甚
平
、
還
俗
ノ
七
助
端
坊
ナ
リ
、
コ
ノ
外
西
国
表
ヘ
売
出
ニ
出
ル
輩
僧
俗

ニ
コ
レ
ア
リ
・
・

　

こ
の
記
述
か
ら
だ
け
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
れ
ら
は
蓮
如
の
御
文
章
や
本

尊
を
畿
内
商
人
と
一
緒
に
な
っ
て
九
州
方
面
へ
も
ち
下
っ
て
販
売
し
て
回
っ
て
い

た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
地
方
で
の
真
宗
発
展
の
も
と
を
な
し
た
の

で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
が
畿
内
商
業
資
本
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
た
こ

と
に
私
は
興
味
を
感
じ
ま
す
。
宗
教
者
だ
け
で
な
く
商
人
ま
で
が
乗
り
出
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
収
益
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
こ
と
は
、
民
衆
の
間
に
真

宗
に
対
す
る
需
要
度
が
非
常
に
高
か
っ
た
か
ら
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

そ
れ
ほ
ど
民
衆
が
強
く
真
宗
を
求
め
た
か
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
先
ほ
ど
か
ら
申
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
そ
の
要
因
の
一

部
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
畿
内
か
ら
九
州
方
面
に
乗
り
出
し
て
来
た
寺
院
の
う
ち
で
も
最
も

目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
た
の
は
端
坊
で
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
す
る

時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
端
坊
の
朝
鮮
進
出
だ
け
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
申
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
（
詳
し
く
は
前
掲
拙
著
『
近
世
真
宗
と
地
域
社
会
』
第
三
章
参

照
）。

三
、
朝
鮮
進
出

　

端
坊
は
大
坂
に
あ
っ
て
、
他
の
畿
内
寺
院
と
同
様
に
西
国
伝
道
に
努
め
て
い
ま

し
た
が
、
大
坂
石
山
本
願
寺
と
毛
利
氏
と
が
手
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
西
日
本

進
出
の
拠
点
と
し
て
毛
利
氏
の
お
膝
元
の
山
口
に
も
端
坊
と
名
乗
る
寺
院
を
建
立

し
ま
し
た
。
そ
の
山
口
の
端
坊
が
所
蔵
す
る
史
料
の
中
に
、
端
坊
の
明
念
と
い
う

僧
が
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
と
き
に
、
小
早
川
に
つ
い
て
朝
鮮
へ
出
て
行
っ
た
、
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
修
士
論
文
を
書
く
と
き
に
そ
の
史
料
を
見

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
中
世
の
史
料
で
は
な
い
か
ら
信
用
で
き
な
い
か
な
と
思
っ
て
、
大
学
院
を
出

て
か
ら
も
発
表
す
る
の
は
控
え
て
い
た
の
で
す
が
、
ず
っ
と
気
に
な
り
、
も
っ
と

探
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
し
て
、
林
屋
辰
三
郎
先
生
が
、
た
ま
た
ま
唐

津
の
高
徳
寺
へ
行
き
、
こ
の
寺
の
僧
が
朝
鮮
出
兵
に
参
加
し
た
と
い
う
史
料
を
見

た
と
い
う
こ
と
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
（『
天
下
一
統
』、『
日
本
の
歴
史
』
一
二
、
中

央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
）。
私
は
そ
れ
を
読
ん
で
大
変
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
私
が
見
た
山
口
端
坊
の
史
料
の
最
後
に
、「
右
御
本
尊
西
国
御
門

葉
ノ
内
所
持
ア
リ
、
肥
前
唐
津
光（

マ
マ
）徳

寺
御
本
尊
右
御
裏
ノ
ヨ
シ
」
と
書
い
て
あ
っ

た
の
を
記
憶
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
山
口
か
ら
遠
く
離
れ
た
唐
津
に
も
同
じ
こ
と

を
書
い
た
史
料
が
実
際
に
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
近
世
の
文
書
だ
け
れ
ど
も
、

本
当
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
な
と
そ
う
思
っ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
か
ら

数
ヶ
月
後
、
大
分
県
の
寺
院
調
査
中
に
、
臼
杵
安
養
寺
の
慶
念
と
い
う
僧
が
朝
鮮

出
兵
に
参
加
し
た
こ
と
、そ
し
て
そ
の
と
き
の
記
録「
朝
鮮
日
々
記
」（
安
養
寺
蔵
）

が
そ
の
前
年
に
内
藤
售
輔
と
い
う
方
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た

こ
と
が
機
縁
で
、
明
念
が
朝
鮮
に
渡
っ
た
こ
と
も
史
実
に
ち
が
い
な
い
と
確
信
す

る
に
至
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
日
記
か
ら
、
釜
山
の
道
場
へ
の
本
尊
下

付
に
端
坊
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
山
口
端
坊
明
念
に
関
す
る
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
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そ
の
後
、
藤
木
久
志
氏
が『
織
田
・
豊
臣
政
権
』（『
日
本
の
歴
史
』一
五
、
小
学
館
、

一
九
七
五
年
）
と
い
う
著
書
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
以
後
、
真
宗
僧
の

朝
鮮
出
兵
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
次
の
問
題
は
、
な
ぜ
武
力
を
持
っ
て
い
な
い
真
宗
僧
を
わ
ざ
わ
ざ
朝

鮮
ま
で
行
か
せ
た
の
か
、そ
の
理
由
で
す
。こ
れ
に
つ
き
、林
屋
氏
は「
宣
撫
工
作
」

の
た
め
だ
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
軍
が
朝
鮮
に
進
攻
し
て
来
た

の
は
、
朝
鮮
を
武
力
制
圧
す
る
た
め
で
は
な
く
、
朝
鮮
の
民
衆
を
悪
政
か
ら
救
う

た
め
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
、
民
衆
の
抵
抗
を
和
ら
げ
る
の
が
目
的
だ
っ
た

と
推
論
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
私
は
最
初
の
論
文
で
は
、
出
兵
理
由
に
つ
い
て
は
な

に
も
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
気
に
な
る
の
で
い
ろ
い
ろ
な
方
に
尋
ね
て

み
ま
し
た
。

　

最
初
に
尋
ね
た
の
は
東
大
教
授
の
笠
原
一
男
先
生
に
で
し
た
。
た
ま
た
ま
サ

マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
の
休
憩
時
間
に
隣
の
席
に
お
ら
れ
た
の
で
「
宣
撫
工
作
」
説
に
つ

い
て
ご
意
見
を
窺
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
朝
鮮
語

も
話
せ
な
い
真
宗
坊
主
に
宣
撫
工
作
が
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と
、
言
下
に
否
定

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
そ
れ
は
進
軍
ラ
ッ
パ
の
役
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
進
め
、

進
め
と
言
い
、
さ
ら
に
『
死
ん
だ
ら
極
楽
往
生
は
俺
が
引
き
受
け
る
』
と
言
っ
て

兵
士
に
ハ
ッ
パ
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
島
根
県
立
女
子
大
の
学
長
を
し
て
い
た
、
私
の
学
生
時
代
の
友
人
藤
岡
大

拙
氏
に
同
じ
質
問
を
発
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、「
ど
ち
ら
の
説
に
も
賛
成
で
き
な
い
。

そ
ん
な
の
で
は
な
く
、
戦
争
す
れ
ば
死
者
が
出
る
の
で
、
葬
式
坊
主
と
し
て
従
軍

し
た
の
だ
ろ
う
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
、
本
大
学
に
勤
務
さ
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
先
年
亡
く
な
ら
れ
た
米
村
竜
二
さ
ん
に
尋
ね
ま
し
た
ら
、「
昔
は
外
国
語

の
堪
能
な
坊
さ
ん
も
多
か
っ
た
の
で
、
通
訳
と
し
て
渡
海
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
藤
木
久
志
さ
ん
は
著
書
の
中
で
、
医
僧
説
を
と

ら
れ
ま
し
た
。

  

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
説
が
出
て
き
ま
し
て
、
私
も
ど
れ
が
正
し
い
か
迷
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
山
口
端
坊
文
書
を
読
み
返
し
て
み
ま
し
た
。
す
る

と
、
そ
れ
ま
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
軍
略
弘
法
ア
リ
テ
然
ル
ベ
シ
」

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。参
謀
の
よ
う
な
軍
略
と
仏
法
を
広
め
る
た
め
に
行
っ
た
、

と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
近
世
の
文
書
で
す
か
ら
こ
れ
が
正
し
い
と
言
え
る
か

ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、仏
法
を
広
め
る
た
め
に
渡
海
し
た
と
い
う
発
想
は
、

日
本
史
の
方
は
誰
も
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
が
、

宗
教
家
が
出
て
ゆ
く
ん
だ
か
ら
「
弘
法
」
の
た
め
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
も
本
来

不
思
議
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
だ
れ
も
そ
う
い
う
発
想
を
し
な
か
っ
た

し
、
私
自
身
も
し
ば
ら
く
こ
れ
を
発
表
す
る
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、そ
れ
か
ら
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
、下
関
の
常
元
寺
と
い
う
寺
に
あ
っ

た
、
嘉
永
年
間
に
書
か
れ
た
『
蓮
茎
一
糸
』
と
い
う
木
活
字
本
の
中
に
、
明
念
の

息
子
の
明
勝
が
朝
鮮
へ
行
っ
て
話
し
た
法
談
内
容
と
い
う
も
の
が
書
か
れ
て
い
る

の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
史
料
七
が
そ
れ
で
す
。

史
料
七　
『
蓮
茎
一
糸
』

　
　

端
坊
明
勝
於
朝
鮮
軍
中
真
宗
安
心
之
法
談

　
　
（
Ａ
）
○
一
生
造
悪
値
弘
誓
至
安
養
界
証
妙
果
乃
至

　
　
（
Ｂ
）
○
一
念
弥
陀
仏
即
滅
無
量
罪
文

　
　
（
Ｃ
）
○
極
悪
深
重
ノ
衆
生
ハ
他
ノ
方
便
サ
ラ
ニ
シ
乃
至

　
　
（
Ｄ
）
○
縦
令
罪
業
ハ
深
重
ナ
リ
ト
モ
必
弥
陀
如
来
ハ
教
ヒ
乃
至
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（
Ｅ
）
○
天
台
止
観
曰
若
唱
弥
陀
称
十
方
仏
功
徳
正
等
但
以
弥
陀
為
法
門
主

　
　
（
Ｆ
）
○
弥
陀
憑
人
ハ
釣
ス
ル
舟
ナ
レ
ヤ
罪
ハ
積
ト
モ
沈
サ
リ
鳧

　
　
（
Ｇ
）
○ 

卿
命
云
於
陣
屋
遍
俱
讃
法
門
尊
信
慈
尊
之
遺
経
莫
失
往
益
怠
課
誦

進
導
順
逆
菩
提
退
可
成
自
無
上
道
也

　
　
（
Ｈ
）
○
率
精
兵
廿
余
万
而
渡
海
得
一
万
余
首
献
之
於
太
閤
云
々

　

こ
れ
も
近
世
の
書
物
で
は
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
法
談
の
内
容
が
記
さ
れ
て

い
る
点
で
、
興
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、「
一
生
造
悪
値
弘
誓
至
安

養
界
証
妙
果
」
と
、
正
信
偈
の
一
説
が
書
い
て
あ
る
し
、
ま
た
「
タ
ト
イ
罪
業
ハ

深
重
ナ
リ
ト
モ
必
ズ
弥
陀
如
来
ハ
救
ヒ
」
と
い
っ
た
御
文
章
の
一
節
も
引
か
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
一
念
弥
陀
仏
即
滅
無
量
罪
」
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

文
言
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
は
、
戦
争
で
殺
人
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
に
対

し
て
、
少
し
で
も
罪
の
意
識
を
軽
く
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
う
気
が
し
ま
す
。
人
殺
し
を
す
る
戦
争
は
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
罪
悪
感
に

苛
ま
れ
て
苦
し
む
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
苦
し
ん
だ
人
達
、
罪
の
意
識
に
怯

え
て
い
る
人
達
は
、
真
宗
の
「
例
え
悪
い
こ
と
を
し
て
も
救
わ
れ
る
」
と
い
う
教

え
を
戦
場
で
聞
け
ば
、
な
ん
ら
か
の
救
い
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
殺
し
を

し
て
苦
し
む
者
に
と
っ
て
、こ
う
い
う
教
え
は
、戦
意
の
喪
失
を
防
ぐ
上
で
役
立
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
大
変
に
酷
い
こ
と
で
す
が
、
為
政
者
が
敢
え
て
真
宗
僧
侶
を

朝
鮮
に
出
兵
さ
せ
た
理
由
は
こ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
馬

鹿
な
と
、
と
思
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、
私
は
本
気
で
そ
う
思
う
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
だ
け
に
し
て
、
今
ひ
と
つ
、 

真
宗
の
朝
鮮
進
出

に
つ
い
て
述
べ
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ

は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
唐
津
高
徳
寺
の
文
書
の
中
に
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
よ
り

も
前
に
高
徳
寺
の
浄
信
と
い
う
僧
が
す
で
に
朝
鮮
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
た

史
料
が
あ
る
こ
と
で
す
。
史
料
八
が
そ
れ
で
す
。

史
料
八　
「
釜
山
海
高
徳
寺
由
緒
記
」（
唐
津
市
高
徳
寺
蔵
）

　
　

 

当
寺
開
基
浄
信
俗
姓
奥
村
氏
と
い
へ
る
武
士
に
て
織
田
信
長
公
之
臣
也
、
君
御
生

害
之
後
慨
浮
世
変
災
、
泉
州
陶
器
村
に
引
籠
り
浄
土
真
宗
に
帰
し
本
願
寺
教
如
上

人
之
御
弟
子
と
な
り
、
出
家
発
心
し
一
向
専
修
之
身
と
な
る
、
浄
信
願
望
ハ
日
本

国
中
ハ
普
宗
門
繁
昌
す
と
い
へ
と
も
未
大
唐
に
弘
ら
さ
る
間
、
愚
僧
へ
被
成
御
免

候
て
朝
鮮
国
江
渡
り
身
命
ヲ
か
き
り
に
三
韓
之
間
に
宗
風
弘
申
度
願
出
、
教
如
上

人
奇
特
に
被
思
召
御
公
辺
御
願
等
万
端
御
取
相
済
、
本
尊
并
宝
物
等
授
け
給
ひ
御

添
人
迄
被
仰
付
天
正
年
中
よ
り
朝
鮮
国
へ
渡
海
仕
候
、
右
浄
信
願
望
ニ
付
信
長
公

牢
人
衆
之
内
六
人
宗
門
に
帰
し
開
基
浄
信
に
相
添
一
同
に
朝
鮮
国
へ
渡
り
申
候
、

於
彼
地
三
韓
之
間
に
宗
風
相
弘
候
処
、
普
帰
依
し
文
禄
元
年
釜
山
海
に
一
宇
を
草

創
し
高
徳
寺
と
号
す
、
慶
長
三
年
正
月
日
本
江
立
返
り
、
彼
地
宗
門
繁
栄
之
由
教

如
上
人
え
申
上
候
得
者
御
歓
悦
不
斜
被
思
召
、
則
祖
師
聖
人
真
影
御
銘
御
讃
御
裏

書
に
朝
鮮
国
釜
山
海
高
徳
寺
常
住
物
と
被
成
下
、
拝
受
仕
候
て
朝
鮮
へ
御
供
し
益

彼
地
に
て
宗
門
繁
昌
に
相
成
候
と
い
へ
と
も
、
太
閤
秀
吉
公
三
韓
御
征
伐
ニ
付
彼

国
家
及
兵
乱
人
家
荒
敗
之
砌
故
、
暫
日
本
江
立
帰
り
彼
地
に
て
静
謐
ニ
相
成
宗
風

相
弘
候
様
ニ
本
山
よ
り
被
召
呼
候
ニ
付
同
年
日
本
へ
立
帰
り
申
候
、
秀
吉
公
高
徳

寺
江
別
て
御
懇
情
被
成
下
拝
領
物
品
爾
今
相
伝
り
居
申
候
（
後
略
）

　

こ
こ
に
は
、
天
正
年
間
に
朝
鮮
へ
の
開
教
を
思
い
立
ち
、
教
如
の
許
可
を
得
て

渡
海
し
、
釜
山
に
高
徳
寺
を
建
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
書
は
、

当
寺
八
代
目
の
住
職
の
記
し
た
も
の
な
の
で
、
江
戸
時
代
末
期
の
成
立
と
推
定
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
信
憑
性
に
欠
け
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
だ
れ
も
こ
の
記



七
九

事
に
注
目
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
日
本
史
の
常
識
か
ら
し
て
、
と

て
も
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
上
こ
こ
で
言
及
す
る
と

み
な
さ
ん
か
ら
も
失
笑
を
買
う
こ
と
に
な
り
そ
う
な
の
で
や
め
に
し
ま
す
が
、
将

来
、
こ
れ
に
興
味
を
お
も
ち
の
方
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
一
応
史
料
だ

け
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
に
近
世
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ま
す
。　
　

四
、　

近
世
後
期
九
州
真
宗
と
教
学

（
Ａ
）
三
業
惑
乱
前
後
の
教
学
状
況

　

実
は
、
私
の
専
門
と
し
て
い
る
研
究
分
野
は
近
世
真
宗
史
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

今
日
も
近
世
の
方
を
主
に
喋
ろ
う
と
思
い
、
レ
ジ
メ
も
そ
の
つ
も
り
で
書
い
て
来

た
の
で
す
が
、
中
世
の
方
に
時
間
を
か
け
す
ぎ
て
、
残
り
時
間
が
あ
と
わ
ず
か
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
予
定
を
変
更
し
て
、
今
後
研
究
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る

こ
と
の
一
つ
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
大
急
ぎ
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
い
た
し
ま
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
、
近
世
に
な
る
と
、
寺
院
は
す
べ
て
幕
府
に
よ
っ
て
公
認
さ

れ
た
本
末
組
織
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
寺
院
活
動
も
本
寺
、
上
寺
に
よ
っ
て
大
き

く
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
寺
請
・
寺
檀
制
度
が
施
行
さ
れ
、

民
衆
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
関
わ
り
な
く
、
特
定
の
寺
院
と
結
び
つ
く
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
寺
院
は
幕
藩
体
制
の
民
衆
支
配
機
構
の
末
端
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
寺
院
の
腐
敗
、
堕
落
が
進
み
、
民
心
が
仏
教
か
ら
遊
離
し
、

仏
教
の
社
会
へ
の
影
響
力
も
前
代
に
比
べ
て
著
し
く
弱
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
真
宗
も
そ
の
点
で
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
他

宗
に
比
べ
る
と
、
真
宗
は
ま
だ
民
衆
社
会
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
他
宗
で
は
見

ら
れ
な
い
現
象
が
い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
た
の
も
事
実
で
す
。
た
と
え
ば
、
明
治
維
新

の
際
も
真
宗
教
団
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
が
（
安
丸
良
夫
『
神
々

の
明
治
維
新
–
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈
–
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
〉
ほ
か
）、

こ
れ
も
近
世
で
の
真
宗
と
民
衆
社
会
と
の
深
い
関
係
を
無
視
し
て
は
理
解
で
き
な

い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
最
近
、
こ
の
分
野
へ
の
研
究
者
の
関

心
も
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
し
、
私
も
そ
れ
（
明
治
維
新
と
真
宗
の

問
題
）
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
行
う
に
は

九
州
の
近
世
、
と
く
に
近
世
後
期
の
研
究
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
な
ぜ

そ
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
ま
ず
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
話
す
の
に
は
、
遠
回
り
す
る
よ
う
で
す
が
、
十
九
世
紀
初
頭
に
西
本
願

寺
教
団
で
勃
発
し
た
「
三
業
惑
乱
」
と
い
う
、
江
戸
時
代
最
大
の
異
安
心
事
件
に

つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
教
団
内
で
は
有
名
な
事
件
で
す

が
、
本
日
は
教
団
と
は
直
接
関
係
な
い
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
簡
単
な
が

ら
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
三
業
と
は
、
行
動
（
身
業
）
と
言
葉
（
口
業
）
と
意

識（
意
業
）の
こ
と
で
、こ
の
三
つ
で
救
済
を
こ
い
ね
が
う
の
を
三
業
帰
命
と
い
い
、

こ
れ
が
正
し
い
信
仰
表
現
で
あ
る
と
説
く
グ
ル
ー
プ
が
力
を
得
て
教
団
を
牛
耳
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
十
八
世
紀
後
期
の
教
団
中
枢
に
い
た
学
僧
＝
中
央
教
権
派

も
こ
の
立
場
を
と
り
ま
し
た
。
史
料
九
の
功
存
、
知
洞
が
そ
の
代
表
者
で
す
。



八
〇

史
料
九　

三
業
惑
乱
と
真
宗
の
学
統

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
お
か
し
い
、
そ
れ
は
自
力
で
、
親
鸞
他

力
の
思
想
に
反
す
る
と
し
て
反
対
の
声
が
在
野
の
学
僧
か
ら
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ

が
一
番
激
し
く
噴
き
出
し
た
の
が
安
芸
で
し
た
。安
芸
の
大
瀛
、僧
叡
ら
の
グ
ル
ー

プ
が
本
山
中
央
の
教
学
の
方
が
邪
義
だ
と
言
い
出
し
た
の
で
す
。

　

や
が
て
こ
れ
が
全
国
へ
広
が
り
、
門
徒
も
巻
き
込
ん
だ
大
事
件
に
な
り
ま
す
。

在
野
派
は
自
ら
を「
古
義
派
」、相
手
方
の
教
権
派
を「
新
義
派
・
三
業
派
」と
呼
び
、

中
央
教
権
側
を
激
し
く
非
難
し
ま
し
た
が
、
教
権
側
も
一
歩
も
譲
ら
ず
、
社
会
的

な
騒
擾
に
ま
で
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
つ
い
に
享
和
三（
一
八
〇
三
）

年
に
幕
府
が
こ
の
紛
争
に
介
入
し
、
そ
の
結
果
、
三
業
派
が
邪
義
と
し
て
断
罪
に

処
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
関
係
者
は
こ
と
ご
と
く
教
団
か
ら
追
放
処
分
を
受

け
、「
古
義
派
」
の
教
学
が
正
統
教
学
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
後
も
な
お
各

地
に
三
業
派
の
残
党
が
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
教
団
か
ら
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
、

や
が
て
消
滅
し
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
例
外
的
に
三
業
派
が
そ
の
後
も
存
続
し
続
け
た
地
域

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
肥
後
で
、
今
も
熊
本
県
に
は
「
法
住
教
団
」
と
称
す
る

教
団
が
あ
っ
て
、
こ
の
教
団
で
は
自
分
た
ち
の
教
学
こ
そ
が
親
鸞
の
教
え
を
正
し

く
継
承
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
て
、
熱
心
に
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
に
こ
の
教
団
が
ど
の
よ
う
な
弾
圧
を
受
け
た
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
乗
り
越

え
て
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
興
味
あ
る
研
究
テ
ー
マ
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
今

日
は
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
で
、三
業
惑
乱
以
後
の
教
団
教
学
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
三
業
惑
乱
以
後
、
肥
後
の
よ
う
な
例
外
は
別
と
し
て
、
三
業

派
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、「
古
義
派
」
お
よ
び
そ
の
流
れ
を
く
む
教

学
が
正
統
教
学
に
な
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

ほ
ど
一
枚
岩
の
教
学
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
あ
り
、
正

統
教
学
と
は
異
な
っ
た
、
新
た
な
教
学
も
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
と
く
に

九
州
で
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
を
み
な
さ
ん
に
知
っ
て
欲
し
い
か
ら
で
す
。

　

話
を
そ
こ
ま
で
進
め
る
に
は
、
三
業
惑
乱
直
後
の
安
芸
の
教
学
状
況
に
つ
い
て

述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
三
業
惑
乱
の
際
、
古
義
派
の
拠
点
と
な
っ
た
安

芸
で
は
大
瀛
が
中
心
に
な
っ
て
闘
い
ま
し
た
が
、
そ
の
大
瀛
を
陰
で
支
え
た
の
が

大
瀛
の
従
弟
の
僧
叡
（
石
泉
）
と
い
う
人
物
で
、
二
人
が
力
を
合
わ
せ
て
見
事
に

勝
利
し
た
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
僧
叡
は
三
業
惑
乱
終
結
後
の
間
も
な
い
時
期
に
、
大
瀛
と
は

異
な
る
新
学
説
、「
助
正
行
儀
説
」
ま
た
は
「
弘
願
助
正
説
」
を
唱
え
て
世
間
を
驚

か
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
瀛
ら
の
主
張
し
た
「
方
便
助
正
説
」
と
反
対
の
説
で
、

そ
の
い
ず
れ
を
と
る
か
で
、
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
論
争
（
助
正
論

争
）
が
な
さ
れ
、
こ
れ
は
真
宗
学
に
お
け
る
最
も
煩
雑
を
極
め
る
研
究
課
題
の
ひ

法　

霖

（
広
島
・
報
専
坊
）

功　

存

僧　

僕

知　

洞

新
義
派

慧　

雲

大　

瀛

僧　

叡

浄　

眼

円　

識

大　

年

古
義
派

三
業
惑
乱

⎭⎬⎫



八
一

と
つ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
真
宗
学
専
攻
で
も
な
い
私
に
は
十

分
に
咀
嚼
で
き
な
い
部
分
も
多
く
、
軽
々
し
く
論
ず
べ
き
で
な
い
と
は
思
い
ま
す

が
、
し
か
し
、
非
常
に
重
要
な
問
題
な
の
で
、
真
宗
学
者
の
書
か
れ
た
も
の
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
以
下
に
私
な
り
に
理
解
し
て
い
る
点
を
ご
く
ご
く
手
短
に
要
約

し
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
（
詳
し
く
は
拙
稿
「
近
世
真
宗
の
社
会
的

実
践
–
僧
叡（
石
泉
）学
派
を
中
心
に
–
」〈『
真
宗
教
学
研
究
』第
二
八
号
〉参
照
）。

　

僧
叡
の
立
場
は
、
報
恩
行
と
し
て
の
五
正
行
の
う
ち
正
定
業
た
る
称
名
念
仏
の

絶
対
価
値
を
強
調
し
な
が
ら
、
同
時
に
助
業
と
し
て
の
礼
拝
や
善
根
を
積
む
こ
と

に
も
励
む
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
信
心
獲
得
後
の
真
宗

者
に
は
、
称
名
行
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
社
会
的
実
践
が
求
め
ら
れ
る
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
名
号
を
絶
対
視
し
、
こ
れ
以
外
に
別
に
行
相
を
認
め
な
い
大

瀛
派
は
、
僧
叡
教
学
は
教
団
の
基
本
姿
勢
た
る
信
心
正
因
説
と
異
な
る
、
自
力
仮

門
上
の
所
談
に
す
ぎ
ず
、
称
名
正
因
の
邪
説
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
大
瀛
学
派
は
、
す
べ
て
の
行
の
功
徳
は
名
号
の
中
に
こ
も
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
如
来
か
ら
い
た
だ
く
の
だ
と
い
う
考
え
に
立
脚
し
て

お
り
ま
す
。
現
在
も
説
教
で
よ
く
言
わ
れ
る
「
名
号
の
一
人
働
き
」
と
い
う
立
場

で
す
ね
。
こ
こ
に
は
社
会
的
実
践
と
い
う
視
点
は
欠
落
し
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
業
惑
乱
後
、
両
者
は
大
き
く
対
立
す
る
の
で
す
が
、
教
団
は

大
瀛
派
の
立
場
を
あ
く
ま
で
正
統
と
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
僧
叡
（
石
泉
）
は
本

山
に
召
喚
さ
れ
て
糾
問
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
教
団
権
威
に
屈
す
る
こ
と
も

な
く
自
説
を
主
張
し
続
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
能
動
性
の
強
か
っ
た
三
業
派
の
復

活
を
警
戒
す
る
の
あ
ま
り
、
極
端
に
受
動
的
に
な
っ
た
大
瀛
教
学
の
欠
陥
を
克
服

す
る
た
め
に
実
生
活
を
直
視
し
た
倫
理
性
、
社
会
的
実
践
性
の
強
い
教
学
の
樹
立

を
目
指
し
た
か
ら
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
の
後
の
教
団
で
は
、
単
純
に
い
え
ば
、

こ
の
二
つ
の
学
説
を
ど
う
考
え
る
か
で
議
論
が
続
出
し
、
各
地
に
多
く
の
学
派
が

成
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
大
瀛
教
学
に
近
い
学
派
を
所
行
派
、
石
泉
教

学
に
近
い
学
派
を
能
行
派
と
総
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
に
能
動

性
の
有
無
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
日
私

が
一
番
話
し
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
能
行
派
が
九
州
で
非
常
に
盛
ん
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
申
し
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
Ｂ
） 

真
宗
の
社
会
的
実
践
–
九
州
の
能
行
派
–

　

三
業
惑
乱
後
、
教
団
内
に
多
く
の
学
派
が
誕
生
し
ま
す
が
、
主
な
所
行
派
は
芿

園
（
大
瀛
）
学
派
、
龍
華
学
派
、
空
華
学
派
、
能
行
派
は
僧
叡
（
石
泉
）
学
派
、
筑

前
学
派
、
越
後
学
派
、
豊
前
学
派
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
前

者
が
教
団
主
流
派
で
、
そ
れ
ら
の
教
説（
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
）

が
正
統
教
学
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
抵
抗
し
て
称
名
を
重

視
す
る
後
者
＝
能
行
派
は
教
団
中
枢
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
実
は
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
直
接
、
間
接
僧
叡
教
学
と
関
わ
り
が
あ
り
、
そ

し
て
、
倫
理
性
が
強
く
、
社
会
的
実
践
と
い
う
面
で
前
者
よ
り
も
積
極
的
な
人
物

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
史
料
一
〇
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。



八
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史
料
一
〇　

三
業
惑
乱
後
の
人
間
関
係　

　

こ
れ
は
三
業
惑
乱
後
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
、
今
日
申
し
上
げ
る
範
囲
で
の
理

解
を
容
易
に
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
作
成
し
た
、
大
変
に
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
、
こ

ん
な
書
き
方
を
し
た
ら
怒
る
人
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
お
許
し
く
だ
さ
い
。
一
般

に 

真
宗
学
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
「
本
派
学
系
」（
井
上
哲
雄
『 

真
宗
本
派
学
僧

逸
伝
』
所
収
）
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
に
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
私
が
書
き
加
え
て
い

ま
す
。
点
線
は
師
弟
関
係
で
は
な
く
、
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。

社
会
的
活
動
の
顕
著
だ
っ
た
人
物
は
丸
で
囲
ん
で
み
ま
し
た
。「
本
派
学
系
」
が

あ
る
の
に
、
敢
え
て
そ
れ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
加
え
た
の
は
、
こ
れ
だ
け

で
は
教
学
史
を
学
ぶ
場
合
に
誤
解
が
多
く
な
る
か
ら
で
す
。
と
言
う
の
は
、「
本

派
学
系
」
に
は
（
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
い
て
は
）
一
人
の
人
物
の
師
匠
は
一
人

し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
た
か
も
一
人
の
師
匠
か
ら
し
か
学
ん
で
い
な
か
っ
た

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
は
当
時
の
人
は
多
く
の
師
匠
、
そ
れ
も

違
う
学
派
の
師
匠
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
の
が
普
通
で
あ
り
、
一
人
の
先
生
の
思

想
だ
け
を
継
承
し
て
い
な
い
場
合
が
よ
く
あ
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
こ
の
関

係
図
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
肥
後
の
針
水
は
大
瀛
の
孫
弟
子
で
、
所
行
派
に
属
し

て
い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
か
れ
の
学
問
は
む
し
ろ
能
行
派
に
近
か
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
維
新
期
に
神
道
国
教
政
策
に
反
対
し
て
大
活
躍

し
た
周
防
の
島
地
黙
雷
も
こ
の
針
水
の
下
で
学
び
ま
す
が
、
黙
雷
も
能
行
派
に
近

く
、
そ
の
た
め
に
明
治
十
一
年
に
教
団
か
ら
「
称
名
正
因
」
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
す
（
福
間
光
超
「
西
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
公
選
議
会

の
成
立
に
つ
い
て
」『
仏
教
史
学
論
集
』、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
七
年
）。
ま
た
、

維
新
前
、
吉
田
松
陰
に
最
初
に
討
幕
論
を
説
い
た
の
は
周
防
の
月
性
と
安
芸
の
黙

霖
で
し
た
が
、「
本
派
学
系
」
で
見
る
限
り
ど
ち
ら
も
所
行
派
だ
っ
た
よ
う
に
考

僧
僕

僧
鎔
（
空
華
派
）

柔
遠
（
越
中
空
華
）

道
隠
（
堺
空
華
）

性
海

拙
厳
（
肥
後
）

慧
雲
（
芸
轍
）

崇
廓
（
豊
前
派
）

大
同
（
筑
前
派
）

善
譲（
豊
前
）

鉄
然

善
海

黙
霖

大
瀛
（
芿
園
派
）

曇
竜

栖
城
（
金
沢
）

針
水
（
肥
後
）

僧
叡
（
石
泉
派
）

道
振

道
命

連
城

黙
雷

不
及

月
性

鉄
然

方
便
助
正
説

（
所
行
説
）

弘
願
助
正
説

（
能
行
説
）

円
識

黙
霖

月
珠

円
月

恒
順

福
沢
諭
吉 円

成

宝
雲

南
渓

介
石

広
瀬
淡
窓

（
咸
宜
園
）

恒
遠
醒
窓

（
恒
遠
塾
）

月
性

円
月 （

龍
華
派
）
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え
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
は
、
月
性
は
豊
前
学
派
の
大
成
者
円
月
と
は
豊
前

築
上
郡
の
恒
遠
塾
で
同
門
で
き
わ
め
て
昵
懇
の
間
柄
で
し
た
し
、
黙
霖
も
僧
叡
の

高
足
円
識
の
と
こ
ろ
で
も
学
ん
だ
の
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
有
様
な
の
で
、「
本
派
学
系
」
に
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
敢
え
て
書

き
加
え
た
図
を
掲
げ
て
み
た
の
で
す
が
、
こ
の
図
か
ら
だ
け
で
も
、
明
治
維
新
前

後
に
顕
著
な
社
会
的
活
躍
を
し
た
安
芸
、
周
防
の
多
く
の
僧
が
九
州
の
学
僧
、
そ

れ
も
能
行
派
乃
至
は
そ
れ
に
近
い
学
僧
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
能
行
派
の
豊
前
学
派
、
筑
前
学
派
が
社
会
的
実
践
に
力
を
入
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
る
程
度
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
若
い
頃
の

福
沢
諭
吉
が
豊
前
学
派
を
樹
立
し
た
月
珠
の
も
と
で
学
ん
だ
と
い
う
の
も
そ
れ
を

象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
豊
前
学
派
の
学
僧
の
社
会
的
実
践
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
円
月
の
場
合
を
見
る
に
、
豊
前
学
を
月
珠
に
学
び
、

そ
れ
を
大
成
し
て
い
く
の
で
す
が
、
し
か
し
、
円
月
の
功
績
で
私
が
と
く
に
注
目

し
た
い
の
は
、
中
央
教
権
と
は
無
関
係
に
、
郷
里
豊
前
宇
佐
郡
地
方
に
お
い
て
独

自
の
倫
理
性
の
高
い
教
化
活
動
や
社
会
福
祉
活
動
に
専
念
し
て
多
大
の
成
果
を
あ

げ
た
こ
と
で
、
円
月
な
ら
び
に
そ
の
一
族
の
功
績
は
、
今
も
国
東
地
方
で
広
く
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
本
願
寺
の
命
で
長
崎
へ
出
張
し
た
こ
と
か
ら
、

円
月
は
西
洋
文
明
に
関
心
を
も
ち
、
医
学
を
学
び
、
布
教
の
際
も
医
学
や
本
草
学

を
ま
じ
え
て
民
衆
に
語
り
か
け
、
そ
れ
が
歓
迎
さ
れ
て
、
西
光
寺
の
東
陽
学
寮
へ

は
多
数
の
青
年
が
入
り
、
こ
れ
が
発
展
し
た
「
修
道
院
」（
の
ち
に
「
修
道
会
」）
で

は
、
早
く
か
ら
捨
子
救
済
、
海
外
伝
道
推
進
運
動
を
行
い
、
後
に
は
ハ
ン
セ
ン
病

患
者
救
済
や
同
和
運
動
に
も
力
を
い
れ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
地
方
産
業
の
育
成

に
も
尽
力
し
、
水
崎
地
方
の
干
拓
事
業
を
支
援
し
た
し
、
寺
に
は
馬
を
二
十
頭
近

く
も
飼
育
し
て
農
民
に
貸
与
し
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
同
じ
く
豊
前
学
派
の
恒
順

が
孤
児
救
済
で
多
大
の
貢
献
を
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
（
拙
稿
「
月
性
と
真
宗
教

団
」
三
坂
圭
治
監
修
『
月
性
の
研
究
』、
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

　

ま
た
、
筑
前
学
派
の
介
石
は
国
益
論
を
唱
え
、
討
幕
戦
争
の
際
に
は
、
長
州
征

伐
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
周
旋
運
動
ま
で
し
て
い
ま
す
（「
京
師
変
動
一
件
」
山

口
県
文
書
館
蔵
）。
こ
れ
以
外
に
も
、
豊
前
学
派
、
筑
前
学
派
の
僧
で
社
会
福
祉

や
政
治
面
で
活
躍
し
た
人
物
は
多
く
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
紹
介
は
す

べ
て
省
略
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
自
身
が
ま
だ
不
勉
強
で
、
も
う
少
し
詳
し

く
調
査
を
し
て
か
ら
再
度
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
が
、
地
元
の
み
な

さ
ん
も
以
上
申
し
ま
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
研
究
さ
れ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
学

界
で
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
く
ら
で
も
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
ぜ
ひ
そ
れ
を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
ん
な
研
究
を
し
て
な
ん
の
意
義
が
あ
る
の
か
と
思
わ
れ
る
人
も
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
維
新
前
後
に
活
躍
し
た
周
防
出
身

の
僧
た
ち
は
い
ず
れ
も
豊
前
、
筑
前
学
派
の
学
風
の
強
い
九
州
の
学
僧
か
ら
多
く

を
学
ん
だ
連
中
で
す
。
か
れ
ら
は
そ
こ
か
ら
社
会
的
実
践
性
・
有
用
性
を
学
び
、

新
し
い
社
会
で
そ
れ
を
発
揮
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
あ

る
程
度
効
果
を
発
揮
し
ま
し
た
。
明
治
新
政
府
に
対
し
て
、
そ
の
神
道
国
教
化
政

策
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
も
そ
の
一
例
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
の

教
団
が
民
衆
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
が
多
く
、
や
が
て
戦
時
教
学
を
成
立
さ
せ
る

方
向
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
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の
か
、
そ
の
要
因
を
深
く
遡
っ
て
探
る
上
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
学
派
の
論
理
と
実

践
を
、
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
両
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
大
切
と
思
い
ま
す
。
実

践
性
・
実
用
性
を
重
ん
じ
る
学
問
は
、
一
歩
誤
る
と
危
険
な
道
に
進
む
可
能
性
を

常
に
秘
め
て
い
る
の
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
。

　

最
後
は
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
終
了
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
こ
だ
ま　

し
き
：
元
龍
谷
大
学　

教
授
）


