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『
本
朝
桜
陰
比
事
』

1
l

巻
五
の
二

は
じ
め
に

の
方
法

「
四
つ
五
器
重
て
の
御
立5
1
1
1

宇多

本

好

伸

曾
て
野
間
光
辰
氏
は
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
研
究
を
顧
み
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

本
書
の
素
材
・
原
擦
に
つ
い
て
は
、

げ
、
次
い
で
そ
れ
を
承
け
て
瀧
田
貞
治
氏
が
「
本
朝
楼
陰
比
事
説
話
系
統
の
研
究
」
（
「
西
鶴
襟
高
架
」
所
収
）
に
詳
説
し
て
い
る
。
し
か

は
や
く
山
口
剛
氏
が
桂
蔦
栄
の
「
業
陰
比
事
」
と
作
者
不
明
の
「
板
倉
政
要
」
の
二
書
の
名
を
奉

し
、
本
書
が
素
材
を
得
、
原
擦
と
し
た
も
の
は
、
決
し
て
右
の
二
書
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
：
：
：
〈
中
略
〉
：
：
：
捧
捜
す
れ
ば
、

っ
て
、

更
に
多
く
の
原
擦
を
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
原
擦
と
西
鶴
を
比
較
し
、そ
の
聞
の
距
離
を
測
る
こ
と
に
よ

西
鶴
の
方
法
を
明
か
に
し
、
西
鶴
の
技
術
を
評
債
す
る
こ
と
が
期
待
せ
ら
れ
る
。
（
『
定
本
西
鶴
全
集
』
解
説
）



野
間
氏
の
「
本
朝
桜
陰
比
事
考
証
」
は
、
「
考
証
的
研
究
と
し
て
は
最
大
の
成
果
」
を
示
し
た
秀
抜
な
御
論
文
と
し
て
発
表
当
時
（
昭
和
二

十
一
年
）
よ
り
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
が
、
発
表
後
五
十
年
に
な
ら
ん
と
す
る
今
日
に
お
い
て
も
尚
、
色
槌
せ
る
ど
こ
ろ
か
依
然
指
導
的

位
置
に
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
続
の
研
究
者
が
、
氏
の
期
待
せ
ら
れ
る
更
な
る
原
擦
を
ど
れ
だ
け
指

摘
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
、
研
究
者
の
一
人
と
し
て
恒
促
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
研
究
は
、
西
鶴
研
究
の

中
に
あ
っ
て
未
だ
に
琴
琴
た
る
状
態
で
す
ら
あ
る
。

だ
が
思
う
に
、
確
か
に
野
間
氏
は
多
く
の
原
擦
を
ご
指
摘
に
は
な
つ
だ
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
関
し
心
底
敬
意
を
表
す
る
け
れ
ど

も
、
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
氏
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
原
擦
と
比
較
し
て
西
鶴
の
方
法
を
明
ら
か
に
な
さ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
、
瀧
田

貞
治
氏
が
影
響
作
品
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
多
く
の
『
業
陰
比
事
』
『
板
倉
政
要
』
中
の
話
を
、
「
い
づ
れ
も
、
単
に
同
種
の
事
案
、
類
似
の
説

話
を
取
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
多
く
は
牽
強
附
会
の
説
と
い
ふ
べ
く
、
真
に
首
肯
し
得
る
も
の
は
稀
で
あ
る
」
と
し
て
、

五
話
に

搾
ら
れ
た
。
い
ま
仮
に
そ
の
点
は
い
い
と
し
て
、

で
は
そ
の
五
話
を
原
擦
と
す
る
西
鶴
の
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
つ
い
て
、

ど
れ
ほ
ど
原
擦
と
の

距
離
が
測
ら
れ
、
西
鶴
の
方
法
が
具
体
的
に
究
明
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ

の
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
野
間
氏
ご
指
摘
の
原
擦
は
ほ
ぼ
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、

そ
う
し
た
究
明
が
ど
れ
ほ
ど
な
き
れ
て
来
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
全
く
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
心
細
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

本
稿
は

こ
う
し
た
考
え
の
も
と
、
瀧
田
氏
も
野
間
氏
も
、
ま
た
そ
の
後
の
研
究
者
も
、
原
擦
と
し
て
承
認
し
て
来
た
『
板
倉
政
要
』
巻

六
の
十
一

「
五
器
盗
人
之
事
」
と
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
五
の
二
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
と
を
、
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
「
五

器
盗
人
之
事
」
は
、
原
擦
承
認
作
品
の
中
で
も
、
西
鶴
と
の
距
離
が
ひ
じ
よ
う
に
近
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
西
鶴

に
よ
る
改
作
の
跡
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

・
・
、t

、

十
人
・
刀

そ
う
し
た
作
品
に
お
い
て
西
鶴
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
の
か



を
考
え
る
こ
と
は
、
却
っ
て
、
西
鶴
の
方
法
を
明
瞭
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
は
章
題
を
含
め
て
も
十
八
行
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
お
い
て
短
編
の
部
類
に
属
す
る
。
要
約
す
る
よ
り
も
、

ま
ず
『
板
倉
政
要
』
と
対
比
き
せ
全
文
を
引
い
て
み
よ
う
。

四
つ
五
器
重
て
の
御
意

む
か
し
都
の
町
に
餅
突
す
冶
は
き
師
走
の
そ
ら
物
す
こ
く

春
の
事
と
も
取
い
そ
ぐ
に
丹
波
の
奥
山
家
よ
り
．
常
器
の
椀
責

に
来
り
し
が
い
ま
だ
京
の
通
り
も
不
案
内
に
し
て
先
紙
薗
の
社

に
一
荷
を
お
ろ
し
火
と
も
し
の
繕
馬
な
と
詠
め
し
う
ち
に
．
又

里
人
ら
し
き
出
立
に
し
て
此
あ
り
さ
ま
を
見
す
ま
し
．
彼
荷
物

を
盗
み
か
た
け
の
き
ぬ
．
椀
責
お
ど
ろ
き
南
の
御
門
よ
り
雲
を

し
る
し
に
追
か
け
ゆ
く
に
や
う
／
＼
八
坂
の
塔
の
前
に
て
と
ら

へ
昼
一
中
に
人
の
物
を
取
に
け
と
声
を
か
く
れ
は
盗
人
も
同
音
に

わ
め
け
ば
所
の
人
大
勢
あ
つ
ま
り
な
か
ら
い
つ
れ
を
ぬ
し
と
も

五
器
盗
人
之
事

七
条
道
場
ノ
辺
ニ
テ
五
器
売
荷
物
ヲ
門
際
ニ
ヲ
ロ
シ
置
、
折

節
道
場
ニ
テ
遊
躍
念
仏
ノ
最
中
ナ
レ
ハ
立
寄
聴
聞
ス
ル
処

彼
ヲ
ロ
シ
置
タ
ル
椀
ト
モ
ヲ
其
偉
携
、
稲
荷
ノ
方
へ
走
リ
行
、

五
器
主
、
昼
盗
人
ト
声
ヲ
懸
、
追
カ
ケ
東
山
イ
ナ
リ
ノ
此
方

テ
捕
へ
ケ
レ
ハ
、
彼
盗
人
敢
テ
騒
カ
ス
、
己
ハ
狼
籍
ヲ
云
者
哉

ト
テ
互
ニ
ネ
ヂ
ア
イ
ケ
ル
程
二
、
所
ノ
者
立
寄
、
打
囲
テ
詮
議

ヲ
ス
ル
ト
イ
へ
ト
モ

双
方
ト
モ
ニ
我
々
カ
商
売
物
ト
テ
水
カ

ケ
論
ニ
云
ケ
レ
ハ
、
何
レ
ヲ
五
器
売
、
何
レ
ヲ
盗
人
ト
分
兼
、

サ
ラ
バ
捕
へ
テ
板
倉
殿
へ
参
ラ
ン
ト
テ
、
年
寄
十
人
与
ト
モ
取



沙
汰
し
か
た
し
両
人
と
も
の
云
分
に
た
し
か
に
謹
擦
も
な
し

盗
人
は
二
人
の
う
ち
に
あ
り
と
に
か
さ
す
取
ま
は
し
御
前
へ
罷

出
し
．
両
方
向
じ
申
分
な
れ
ば
あ
ら
ま
し
御
聞
届
あ
そ
は
き

れ
．
一
荷
の
椀
を
御
白
洲
に
蒔
散
さ
せ
．
両
人
一
度
に
立
か
、

っ
て
手
は
し
か
く
是
を
重
ね
よ
と
の
御
意
．
声
を
か
け
て
立
会

萱
人
は
や
う
／
＼
四
五
ぜ
ん
か
さ
ね
け
る
聞
に
．
萱
人
は
手
に

入
か
さ
ね
仕
舞
は
．
是
よ
り
盗
人
あ
ら
は
れ
其
身
丸
裸
に
あ
そ

は
し
洛
外
に
追
梯
は
せ
給
ひ
．
此
着
類
は
椀
責
に
く
だ
さ
れ
け

る
と
也

間
テ
所
司
代
へ
参
ケ
ル
処
ニ
、
折
節
公
事
捌
ノ
時
ナ
レ
ハ
直

然
々
ノ
由
申
ケ
レ
バ
、
周
防
守
殿
開
召
レ
、
彼
椀
ト
モ
ヲ
取
寄

玉
ヒ
、
半
分
ニ
分
ケ
玉
ヒ
テ
五
器
ノ
重
段
上
中
下
見
分
ヨ
ト
ア

リ
ケ
レ
ハ
、
盗
人
畏
テ
良
久
力
、
リ
上
中
下
直
段
ヲ
申
ケ
ル

即
脇
江
片
附
置

又
半
分
ノ
椀
ト
モ
ヲ
右
ノ
知
ク
見
分
直
段
上

中
下
ヲ
改
メ
ヨ
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ

利
那
ノ
内
ニ
見
分
ケ
ル
、
其

時
、
初
メ
ノ
者
盗
人
ナ
リ
ト
仰
ケ
ル
ニ
果
、
ン
テ
其
通
リ
也
双

方
ノ
云
分
ヲ
一
言
モ
開
玉
ハ
ズ
、
京
童
ト
モ
是
ヲ
聞
テ
其
肺
肝

-149-

ヲ
見
ル
カ
如
、
ン
ト
称
美
ス
、
扱
盗
人
ハ
御
成
敗
也

く
れ
る
こ
と
、

一
読
し
て
、
話
の
展
開
の
同
様
な
る
こ
と
、
容
易
に
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
置
引
き
に
遭
う
こ
と
、
盗
人
が
自
分
の
持
ち
物
と
し
ら
ば

そ
う

い
ず
れ
が
盗
人
か
識
別
で
き
ず
所
司
代
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
、
商
売
道
具
を
用
い
て
競
わ
せ
犯
人
を
割
り
出
す
こ
と
、

だ
が
し
か
し
、
大
凡
の
展
開
は
そ
の
よ
う
に
同
様
で
あ
っ
て
も
、

し
た
展
開
は
両
話
ま
さ
に
近
似
す
る
。
諸
家
の
御
指
摘
通
り
、
原
様
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

子
細
に
見
れ
ば
、
細
部
の
設
定
に
微
妙
な
相
違
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で

て
き
た
者
と
し
、

し
か
も
単
な
る
五
器
を
売
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
。
例
え
ば
、
『
板
倉
政
要
』
で
は
五
器
売
り
は
ど
こ
の
村
か
ら
来
た
者
か
特
に
記
し
て
は
い
な
い
が
、
西
鶴
で
は
丹
波
か
ら
京
の
町
に
出

四
つ
五
器
を
売
る
者
と
す
る
。
ま
た
『
板
倉
政
要
」
で
は
七
条
道
場
の
遊
躍



判決 決め手 裁判 遁走 時 対象 場所 主人公

御敗成 一一 五

東稲荷山
ナ

遊躍f念ム 霊場
五

人人 器 ン 器売
那利 久良

σ3 

値段
板倉政要ノカ

上内冶

中

下

丸裸 一一 四 八 師走 火 祇園 丹波 つ四
人人 つ 坂 と

着類
五 σ3 

官プ勾井'n ミ二
もし σ〉 の五

仕舞かねムさ やや五四うう
器 塔 社 奥家山 売器。 本朝1比怠f昼重を グ〉

絵馬
ね す
る 、

lま 事
ぜ き
ん

念
仏
に
気
を
と
ら
れ
て
い
た
時
に
置
引
き
に
遭
う
の
に
対
し
、

西
鶴
で
は
祇
園
の
火
と
も
し
の
絵
馬
を
眺
め
て
い
る
時
に
置
引

き
に
遭
う
。
し
か
も
師
走
の
出
来
事
と
い
う
時
開
設
定
も
な
さ

れ
る
。
盗
人
は
「
板
倉
政
要
』
で
は
東
山
の
稲
荷
の
方
角
に
逃

げ
、
西
鶴
で
は
八
坂
の
塔
へ
逃
げ
そ
こ
に
て
捕
ま
っ
て
い
る
（
こ

の
場
合
は
、
七
条
道
場
ゆ
え
東
山
稲
荷
、
祇
園
ゆ
え
八
坂
な
の

だ
ろ
う
が
、
場
所
の
設
定
に
合
わ
せ
て
遁
走
方
向
も
変
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
）
。
あ
る
い
は
又
、
裁
き
の
場
に
お

い
て
、
『
板
倉
政
要
』
で
は
五
器
を
半
分
に
分
け
た
上
で
三
段
階

に
値
段
の
区
別
を
さ
せ

そ
の
遅
速
で
も
っ
て
犯
人
を
割
り
出

す
の
に
対
し
、
西
鶴
で
は
四
つ
五
器
を
重
ね
さ
せ
る
速
き
を
競

わ
せ
る
。
更
に
は
、
『
板
倉
政
要
』
で
は
「
御
成
敗
」
と
い
う
形

で
処
罰
を
受
け
る
の
に
対
し
て
、
西
鶴
で
は
丸
裸
で
洛
外
を
追

放
と
な
る
。
と
い
う
よ
う
に
、
諸
々
の
点
で
相
違
点
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

総
体
的
に
言
え
ば
、
僅
か
の
こ
と
な
が
ら
、
丹
波
の
奥
山
家

か
ら
年
末
に
椀
を
売
り
に
来
た
と
設
定
す
る
だ
け
で
、
西
鶴
の



話
の
方
が
具
体
性
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
置
引
き
に
遭
う
の
も
、
京
の
町
に
不
案
内
の
田
舎
者
ら
し
い
出
来

事
だ
し
、
珍
し
い
風
景
に
接
し
辺
り
を
見
回
し
て
い
る
様
子
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
も
誰
も
が
生
活
に
窮
す
る
師
走
の
出
来
事
と
す
る
こ

と
で
、
盗
み
と
い
う
事
件
に
実
感
を
持
た
せ
、
更
に
は
、
作
品
中
殊
更
書
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
不
案
内
な
京
に
わ
ざ
わ
ざ
出
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
田
舎
者
の
丹
波
で
の
生
活
状
況
を
も
読
者
に
想
像
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
（
目
録
小
見
出
し
に
は
「
今
を
は
じ
め
の

商
ひ
の
道
」
と
あ
る
。
）
原
擦
に
僅
か
付
け
足
す
だ
け
で
具
体
的
な
実
感
を
伴
っ
た
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の

」
と
自
体
、
既
に
西
鶴
ら
し
い
話
の
方
法
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

そ
う
し
た
生
活
実
感
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、
話
を
話
ら
し
く
す
る
為
に
も
ま
た
少
し
で
も
読
者
の
心
を
掴
む
為
に
も
、そ
れ

は
そ
れ
で
創
作
上
肝
要
な
こ
と
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し
、

そ
う
し
た
考
え
だ
け
か
ら
の
改
作
な
ら
ば
、
何
も
七
条
道
場
を
祇
園
の
社

話
を
実
感
的
な
も
の
に
す
る
以
外
の
、

ま
た
別
の
創
作
意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。で
あ
る
な
ら
、
こ
の

に
変
え
た
り
、
単
な
る
五
器
を
四
つ
五
器
と
し
た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。と
す
る
な
ら
、

そ
う
し
た
改
変
に
は
、

話
の
よ
う
に
小
編
で
原
擦
と
の
距
離
が
近
い
場
合
、
尚
更
そ
の
僅
か
の
改
変
の
中
に
作
家
独
自
の
創
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

と
当
然
考
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
板
倉
政
要
』
は
写
本
な
が
ら
当
時
よ
く
一
般
に
流
布
し
た
作
で
あ
り
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
読
者
の
中
に
は
両
書
を
引
き
比
べ
る
読
者

も
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
可
能
性
が
当
然
の
如
く
存
在
す
る
場
合
、
た
だ
出
版
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
作
家
な
ら
ば
と
も
か
く
、

多
少
と
も
自
ら
に
侍
む
と
こ
ろ
の
あ
る
作
者
な
ら
ば
、

そ
の
よ
う
な
読
者
に
単
な
る
借
用
と
思
わ
せ
な
い
何
ら
か
の
細
工
を
施
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
或
い
は
よ
り
積
極
的
に
自
ら
の
趣
向
を
楽
し
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
改
変
の
意
味
を
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



ま
ず
、
何
故
丹
波
が
登
場
し
て
く
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

丹
波
地
方
で
四
つ
五
器
が
特
に
生
産
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
手
始
め
に
調
べ
て
み
た
。
が
、
事
典
上
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
も
の
の
、
『
仁
勢
物
語
』
に
次
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

「
千
早
振
る
神
代
も
聞
か
ず
丹
波
五
器
空
腹
酒
を
三
つ
飲
ま
ん
と
は
」
（
下
・
一O六
）

つ
ま
り
、
こ
う
い
う
歌
が
あ
る
以
上
、
丹
波
で
五
器
が
生
産
さ
れ
、
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
五
器
と
は
、
「
食

器
。
特
に
、
漆
塗
り
の
椀
」
（
「
岩
波
古
語
辞
典
』
）
の
こ
と
で
あ
る
。
漆
と
丹
波
と
は
、
俳
譜
の
付
合
集
で
も
付
合
語
と
し
て
－
記
載
さ
れ
て
い

る
の
で

そ
の
点
か
ら
し
て
も
丹
波
五
器
の
存
在
し
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
得
ょ
う
。と
す
る
と
、
『
板
倉
政
要
』の
五
器

（
『
俳
譜
類
松
集
」
）
、

か
ら
丹
波
を
想
起
す
る
と
い
う
の
は
当
時
に
お
い
て
至
極
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
『
板
倉
政
要
』

で
は
七
条
道
場
が
舞
台
と
な
っ
て
い
た
。
七
条
道
場
と
は
一
遍
上
人
を
開
基
と
す
る
七
条
東
洞
院
の
金
光
寺
の
こ
と
で
あ
る
（
『
京
羽
二
重
』
）
。

一
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
『
板
倉
政
要
』
の
本
文
に
も
あ
る
如
く
、
遊
躍
念
仏
つ
ま
り
踊
念
仏
が
行
わ
れ
た
所
な
の
で
あ
る
。
踊
り
と
丹

波
と
が
や
は
り
付
合
関
係
に
あ
る

(3
) 

と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
く
る
。

（
「
せ
わ
焼
草
』
）
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
丹
波
は
七
条
道
場
か
ら
も
想
起
さ
れ
得
る
地
名
で
あ
っ
た

「
五
器
盗
人
之
事
」
が
「
板
倉
政
要
』
に
お
い
て
丹
波
の
話
（
「
同
養
子
聾
出
入
之
事
」の
次
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
或
い
は
誘
発



材
料
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が

こ
う
し
て
見
る
と
、
丹
波
が
西
鶴
の
話
に
お
い
て
登
場
し
て
来
る
と
い
う
の
は
、
『
板
倉
政
要
』
か
ら
の

ご
く
自
然
な
連
想
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
て
こ
よ
う
。
西
鶴
に
俳
譜
上
の
付
合
関
係
か
ら
生
じ
る
連
想
を

も
と
に
し
た
創
作
が
あ
る
こ
と
は
既
に
種
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
が
、
こ
の
話
に
お
い

て
も
そ
の
よ
う
な
発
想
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
ま
ず
は
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
に
、

四
つ
五
器
の
「
四
ツ
」
も
、
五
器
と
付
合
関

係
に
あ
る
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
「
俳
譜
小
傘
』
）
。

で
は
、
他
の
改
変
箇
所
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
の
発
想
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
西
鶴
で
は
、七
条
道
場
の
遊
踊
念
仏
で
は
な

く
、
祇
園
の
杜
の
火
と
も
し
の
絵
馬
を
眺
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

火
と
も
し
の
絵
馬
で
我
々
読
者
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
『
西
鶴
織
留
』
巻
四
の
二
「
命
に
掛
の
乞
所
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

絵
馬
医
者
と
い
う
流
行
ら
ぬ
医
者
が
所
在
な
く
眺
め
る
対
象
と
し
て
、
火
と
も
し
の
絵
馬
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、

『
西
鶴
濁
吟
百
前
自
註
絵
巻
』
に
も
次
の
よ
う
な
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

夏
の
夜
の
月
に
琴
引
く
鬼
の
沙
汰

宮
古
の
絵
馬
き
の
ふ
見
残
す

心
持
医
者
に
も
問
す
髪
剃
て

つ
ま
り
、
絵
馬
医
者
そ
の
も
の
が
こ
こ
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
「
宮
古
の
絵
馬
｜
｜
医
者
」
と
い
う
繋
が
り
の
背
景
に
、
絵

馬
医
者
が
想
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
作
の
存
在
を
勘
案
す
る
と
、
西
鶴
の
脳
裏
に
は
、
「
源
平



盛
衰
記
』
等
で
有
名
な
祇
園
の
化
け
物
を
組
み
伏
せ
た
平
忠
盛
の
伝
説
と
、
絵
馬
を
見
て
無
柳
を
紛
ら
か
す
絵
馬
医
者
と
が
、
言
わ
ば
一
つ

(4
) 

の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
『
西
鶴
大
矢
数
』
（
第
三
十
四
の
次
の
句
も
注
目
さ
れ
る
。

行
春
も
堪
忍
な
ら
ぬ
伯
父
坊
主

今
度
の
公
事
は
を
れ
が
出
て
時

祇
薗
舎
の
山
か
動
く
と
せ
く
ま
い
そ

其
化
妖
物
は
火
と
も
し
と
い
ふ

細
な
か
ふ
愛
に
胤
の
通
ひ
道

祇
園
と
火
と
も
し
の
化
け
物
と
の
繋
が
り
も
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
前
に
こ
こ
に
は
公
事
と
紙
薗
舎
の
繋
が
り
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

勿
論
付
合
集
に
も
載
る
関
係
で
あ
る
が
、
祇
園
を
舞
台
と
す
る
公
事
話
を
問
題
に
し
て
い
る
今
、
こ
の
西
鶴
の
連
想
は
留
意
す
べ
き
こ
と
で

(5
) 

あ
ろ
う
。「

公
事
：
：
：
祇
園
会
」
（
「
俳
譜
類
松
集
』

「
公
事
：
：
：
祇
園
会
」
（
『
俳
譜
便
松
集
』



さ
て

こ
の
よ
う
な
西
鶴
の
発
想
が
確
認
さ
れ
た
時
、
更
に
着
目
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
先
程
の
五

器
か
ら
の
連
想
で
あ
る
。
先
程
、
丹
波
と
四
ツ
と
が
五
器
か
ら
浮
か
ぶ
と
し
た
が
、
五
器
か
ら
は
更
に
「
絵
」
が
連
想
さ
れ
、
丹
波
か
ら
は

更
に
「
医
師
」
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
絵
：
：
：
五
器
」
（
『
俳
譜
類
松
集
』
）

「
絵
：
：
：
五
器
」
（
『
俳
譜
便
松
集
』
）

「
医
師
：
：
：
丹
波
」
（
『
俳
譜
類
松
集
』

「
医
師
：
：
：
丹
波
」
（
「
俳
譜
便
舵
集
』

「
薬
師
：
：
：
丹
波
」
（
『
初
本
結
」
）

と
す
る
な
ら
、
丹
波
五
器
よ
り
連
想
さ
れ
る
「
絵
・
医
師
」
か
ら
、
更
に
「
絵
馬
医
師
」
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
も
極
め
て
自
然
に
あ
り
得
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
、

そ
し
て
祇
園
の
火
と
も
し
の
絵
馬
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
き
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
、
で
あ
る
。
平
忠
盛
の
伝
説
か
ら
し
て
、
火
と
も
す
と
祇
園
の
化
物
と
が
、
付
合
集
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、

火
と
も
す
か
ら
は
、
遊
行
の
お
こ
な
ひ
と
い
う
言
葉
も
導
き
出
き
れ
る
の
で
あ
る
。
時
宗
の
道
場
と
遊
行
と
が
結
び
つ
く
の
は
言
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。

「
火
と
も
す
：
：
：
祇
園
の
化
物
・
遊
行
の
お
こ
な
ひ
」
（
『
俳
譜
類
松
集
』
）



「
七
条
道
場
：
：
：
遊
行
」
（
『
俳
譜
類
松
集
』
）

ま
た
盗
人
と
罪
が
繋
が
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
が

『
俳
譜
類
松
集
』

罪
人
と
絵
馬
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。

「
絵
馬
：
：
：
罪
人
」
（
『
せ
わ
焼
草
』
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
祇
園
の
社
の
火
と
も
し
の
絵
馬
の
場
合
も
、
三
つ
の
道
筋
か
ら
連
想
さ
れ
る
至
極
当
然
な
改
変
で
あ
っ
た
と
い

(6
) 

う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
丹
波
が
設
定
さ
れ
た
の
と
同
様
の
発
想
が
や
は
り
こ
こ
に
も
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
師
走
と
い
う
時
間
設
定
で
あ
る
。

諸
注
釈
書
を
見
る
に
、
先
の
祇
園
の
火
と
も
し
の
絵
馬
の
説
明
に
は
、

文
政
期
の
『
扇
額
軌
範
』
が
常
に
引
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

り
、
絵
馬
は
「
額
」
で
も
あ
る
（
「
額
：
：
：
絵
馬
」
「
俳
譜
小
傘
』
）
。

と
考
え
れ
ば
、
師
走
の
設
定
も
不
自
然
な
く
想
起
さ
れ
て
く
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
額
も
師
走
も
、
年
末
の
行
事
で
あ
る
煤
掃
（
煤
梯
）
と
結
び
つ
く
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
額
：
：
：
煤
梯
」
（
『
俳
譜
小
傘
』

「
師
走
：
：
：
煤
掃
」
（
『
俳
譜
類
舵
集
』

こ
の
場
合
、
煤
掃
が
間
に
挟
ま
る
こ
と
が
難
点
と
言
え
ば
言
え
る
が
、
こ
の
設
定
の
場
合
も
、
も
う
一
つ
の
連
想
経
路
を
持
っ
て
い
る
の
で

つ
ま

-156-



ホ
り
？hu。

つ
ま
り

「
師
走
：
：
：
小
盗
人
」
（
『
俳
譜
小
傘
』

「
盗
人
：
：
：
年
ノ
暮
」
（
『
俳
譜
小
傘
』

と
い
う
連
想
で
あ
る
。
殊
更
付
合
集
の
例
を
上
げ
る
ま
で
も
な
い
が
、
話
が
人
の
物
を
盗
む
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
師
走
と
い
う
時
開
設

定
は
自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
盗
人
が
八
坂
の
方
に
逃
げ
る
の
は
ど
う
か
。
『
板
倉
政
要
』で
は
東
山
稲
荷
の
方
角
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
稲
荷
か
ら
実
は
「
坂
」

と
い
う
言
葉
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
「
俳
譜
小
傘
』
）
。
八
坂
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
当
然
通
じ
る
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
坂
と
清
水
、

そ
の
清
水
と
八
坂
が
結
び
付
い
て
も
い
る
（
『
俳
譜
類
松
集
』
）
。
そ
う
し
た
経
路
で
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
祇
園
か
ら
逃
げ
る
と
す
る
な

ら
、
地
理
的
に
言
っ
て
も
、
八
坂
は
自
然
に
浮
か
ん
で
来
る
が
、
稲
荷
は
坂
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

七
条
道
場
は
烏
部
に
あ
る
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
遊
行
寺
と
鳥
部
が
付
合
上
繋
が
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る

（
「
烏
部
：
：
：
遊
行
寺
」
『
俳
譜
類
松
集
』
）
。

と
い
う
の
は
、

そ
の
東
山
の
地
域
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、そ
こ

ら
一
帯
の
地
名
は
全
て
付
合
集
の
上
で
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
「
烏
部
：
：
：
清
水
・
八
坂
・
六
は
ら
」
『
俳
譜
類
般
集
』
）
。
稲
荷
か
ら

だ
け
で
な
く
、

つ
ま
り
時
宗
か
ら
も
八
坂
は
連
想
さ
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
因
み
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
六
波
羅
と

平
忠
盛
の
子
清
盛
が
通
じ
る
こ
と
は
当
然
で
（
『
俳
譜
類
松
集
』
）
、そ
の
意
味
で
は
「
時
宗
｜
｜
忠
盛
」
も
微
妙
に
繋
が
っ
て
い
っ
て
い
る
。
）

更
に
、
所
司
代
の
判
決
の
内
容
も
、
「
御
成
敗
」
か
ら
「
丸
裸
に
し
て
の
洛
外
追
放
」
と
変
わ
っ
て
い
た
。
軽
く
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の



こ
の
点
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
四
十
四
話
の
中
に
、

話
あ
る
。
巻
一
の
四
、
巻
一
の
八
、
巻
五
の
三
、
巻
五
の
七
の
四
話
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
に
、
巻
五
の
七
以
外
は
い
ず
れ
も
追
放
令
で

だ
ろ
う
。

こ
の
巻
五
の
二
を
除
き
、
窃
盗
事
件
を
扱
っ
た
も
の
が
四

あ
る
。
前
二
者
は
京
か
ら
の
追
放
、
巻
五
の
三
は
家
か
ら
の
追
放
で
あ
る
。
巻
五
の
七
は
特
に
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
に
単
に
「
罪
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
『
対
訳
西
鶴
全
集
』
（
明
治
書
院
）
の
訳
で
は
、
「
お
仕
置
き
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
従
え
ば
こ
の
話
の
み

厳
し
い
処
罰
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
巻
五
の
七
の
場
合
は
他
に
比
し
て
、
盗
み
を
し
た
上
に
、

そ
の
罪
を
憎
く
思
う
相
手
に

押
し
つ
け
、
剰
え
主
人
の
こ
と
は
考
え
ず
、

し
か
も
御
前
を
も
丸
め
込
も
う
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
悪
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
集
で
は
盗
み
に
対
し
て
は
追
放
令
が
基
本
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
す

る
な
ら
ば

こ
の
話
に
お
い
て
、
洛
外
追
放
そ
の
も
の
は

こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
く
、
寧
ろ
丸
裸
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
の
方

が
問
題
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
な
っ
て
く
る
と
、

や
は
り
同
様
の
連
想
が
こ
こ
で
も
鍵
を
握
る
こ
と
に
な
る
。
付
合
集
に
は
次

の
様
な
付
合
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
裸
：
：
：
盗
捕
（
ス
リ
ヲ
ト
ラ
ユ
ル
）
」
（
『
俳
譜
小
傘
』
）

「
裸
：
：
：
盗
人
に
あ
ふ
」
（
『
俳
譜
類
松
集
』

丸
裸
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
『
板
倉
政
要
』
の
方
で
は
、は
っ
き
り
と
周
防
守
が
事
件
を
裁
い
た
と
記
し
で
あ
っ
た
。
周
防
守
と
は
、一
言
う
ま
で
も

な
く
板
倉
重
宗
の
こ
と
で
あ
る
が
、
重
宗
が
名
に
帯
し
た
そ
の
「
周
防
」
は
、
付
合
集
の
上
で
は
漆
と
結
び
つ
く
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
も
想



起
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
周
防
：
：
：
漆
」
（
『
俳
譜
類
松
集
」

「
周
防
：
：
：
漆
」
（
『
俳
譜
便
松
集
』
）

漆
は
周
防
の
名
産
で
あ
る

（
『
毛
吹
草
』
巻
四
）
。
先
に
記
し
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
漆
は
丹
波
と
結
び
つ
く
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、

丹
波
へ
の
改
変
は
、
自
然
と
い
う
よ
り
、
必
然
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の
設
定
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な
か

ろ
、
っ
か
。

か
ら
連
想
さ
れ
た
事
柄
が
更
な
る
連
想
を
呼
ん
で
い
る
と
い
っ
た
場
合
も
認
め
ら
れ
た
が
、
も
と
の
「
板
倉
政
要
』
か
ら
、ほ
と
ん
ど
の
場

き
て
以
上
の
如
く
、
『
板
倉
政
要
』
か
ら
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
へ
の
改
変
の
模
様
を
一
渡
り
考
え
て
み
た
。
丹
波
の
よ
う
に
、
『
板
倉
政
要
』

合
、
重
層
的
な
形
で
自
然
に
連
想
さ
れ
る
内
容
が
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
方
へ
盛
り
込
ま
れ
、
新
た
な
話
が
作
成
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
て

取
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
新
た
に
切
り
換
え
ら
れ
た
事
柄
は
、
右
に
見
た
如
く
、
何
ら
か
の
連
想
の
輪
の
中
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
話
が
短
い
話
な

が
ら
も
、

よ
り
緊
密
化
し
た
話
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
の
『
板
倉
政
要
』
で
は
、
た
ま
た
ま
七
条

道
場
で
起
こ
っ
た
事
件
を
単
に
事
件
と
し
て
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
漆
の
食
器
を
周
防
守
が
裁
く
公
事
な
ら
、
祇
園
が
相

応
し
い
事
件
現
場
で
あ
る
と
し
て
舞
台
設
定
し
、
ま
た
五
器
を
売
る
な
ら
丹
波
者
が
相
応
し
い
と
人
物
設
定
を
な
し
、
そ
の
丹
波
者
が
眺
め

る
の
も
「
絵
・
医
師
」
の
連
想
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
絵
馬
医
者
の
よ
く
眺
め
る
火
と
も
し
の
絵
馬
が
よ
か
ろ
う
と
し
て
設
定
す
る
、
と
しE



絵

つ
ト
品
、
フ
に

そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
意
味
合
い
が
付

与
さ
れ
た
設
定
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
い
換
え
れ
ば
、
単
な
る
事
柄
と
し
て
の
出
来
事
を

話
と
し
て
の
論
理
を
そ
な
え
た
話
に

切
り
換
え
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
筆
者
は
、
具
体
的
な
生
活
実
感
を
こ
の
話
に

持
た
せ

そ
の
こ
と
で
話
を
話
ら
し
く
さ
せ
て
い
る

と
い
っ
た
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
う
し
て
見
て

来
る
と

そ
の
よ
う
に
具
体
化
さ
せ
る
一
方
で
、
作

者
は
ま
た
、
話
と
し
て
必
然
的
な
流
れ
を
も
つ
も
の

へ
と
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
話
を
話
ら
し
く
さ
せ
て

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
‘
つ
官
－

し
，

f

?? 

く
し
て
、
「
五
器
盗
人
之
事
」
は
、
生
活
実
感
を
伴
っ

た
、
自
然
な
話
の
流
れ
を
持
つ
窃
盗
話
へ
と
、
〈
衣
替

え
〉
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

念
の
為
に
、
今
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
西
鶴
の
連
想

の
有
り
様
を
図
示
化
し
て
み
よ
う
。
い
か
に
縦
横
閲



(7
) 

達
な
も
の
で
あ
る
か
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、
巻
五
の
二
の
話
が
、
話
ら
し
い
話
へ
と
改
作
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
か
と
思
う
が
、
で
は
裁
判
話
と
し
て

の
本
質
的
な
意
義
は
、

少
し
も
変
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
が
原
擦
と
の
比
較
に
際
し
て
一
番
肝
心
要
な
部
分

で
あ
ろ
う
。

実
は
先
に
相
違
点
と
し
て
上
げ
な
が
ら
、
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
裁
き
の
場
に
お
い
て
『
板
倉
政
要
』
で
は
五
器
を
半

分
に
分
け
た
上
で
三
段
階
に
値
段
を
区
別
さ
せ
、そ
の
遅
速
で
以
て
犯
人
を
割
り
出
し
た
の
に
対
し
、

西
鶴
で
は
四
つ
五
器
を
重
ね
さ
せ
、

そ
の
速
さ
を
競
わ
せ
て
犯
人
を
割
り
出
す
展
開
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ー
ド
が
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、

値
段
識
別
が
四
つ
五
器
の
重
ね
合
わ
せ
に
変
わ
る
こ
と
で
本
質
的
な
変
化
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

・
・
・
・
・
筆
者
は
や
は
り
あ
る
と
思
う
。

ス
ピ
ー
ド
が
決
め
手
に
な
る
場
合
、
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
に
相
応
し
い
行
為
が
な
き
れ
て
始
め
て
そ
の

意
味
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

ス
ピ
ー
ド
と
い
う
も
の
は
、
誰
の
目
に
も
歴
然
と
そ
の
差
が
映
る
性
格
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

そ
れ
が
決
め
手
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
こ
ろ
が
、

ど
う
だ
ろ
う
か
。
値
段
を

識
別
す
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
に
も
確
か
に
速
さ
は
関
わ
っ
て
は
い
る
。

が
し
か
し
、
値
段
の
場
合
は
、
値
段
が
正
し
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
正
確
き
が
一
方
で
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

『
板
倉
政
要
』
の
周
防
守
に
は
そ
の
能
力
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
果
た
し
て
周
り
の
者
に
は
周
防
守
と
同
様
に
ど
れ
ほ
ど
値
段
の
正
確
さ
ま

で
識
別
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
『
板
倉
政
要
』
を
一
つ
の
話
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
は
、そ
の
よ
う
な
不
自
然
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
で
は
お



か
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
西
鶴
の
四
つ
五
器
重
ね
合
わ
せ
の
場
合
は
ど
う
か
。
四
つ
五
器
と
は
、
「
大
小
四
個
の
入
れ
子
型
の
漆
塗
り
の
食
器
」
（
『
対
訳
西
鶴

全
集
』

の
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
に
「
四
つ
ご
き
の
そ
ろ
は
ぬ
花
見
心
哉
」
（
『
炭
俵
』
）と
い
う
句
が
あ
る
よ
う
に
、
揃
え
る
こ
と
自
体
そ
う

た
や
す
い
と
も
言
え
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
何
セ
ッ
ト
か
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
更
に
大
小
四
個
の
組
合
せ
を
作
ら
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
目
見
て

ど
れ
と
ど
れ
と
が
重
な
る
か
、
す
ば
や
く
分
か
り

バ
ラ
ン
ス
よ
く
重
ね
合
わ
せ
る
に
は

そ
れ
な
り

の
熟
練
し
た
目
と
業
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
な
ら
、
誰
の
目
に
も
正
確
さ
と
速
さ
と
が
分
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
西
鶴
の
話
の
方
が
ス
ピ
ー
ド
を
決
め
手
と
す
る
話
と
し
て
納
得
の
い
く
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
断
然
裁
判
話
と
し
て
相

応
し
い
展
開
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
『
板
倉
政
要
』
の
方
は
そ
う
し
た
理
屈
の
上
の
整
合
性
よ
り
も
、
「
双
方
ノ
云
分
ヲ
一
言
モ
聞
玉
ハ
ズ
」
即
座
に
犯
人
を
割
り
出

し
た
周
防
守
の
聡
明
き
を
言
い
伝
え
る
こ
と
の
方
に
、
重
き
を
置
い
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
公
事
談
に
見
ら
れ
る
「
京
童
ト

モ
是
ヲ
開
テ
其
肺
肝
ヲ
見
ル
カ
知
シ
ト
称
美
ス
」
と
い
う
叙
述
や
、
或
い
は
『
板
倉
政
要
』
中
に
散
見
さ
れ
る
次
の
如
き
叙
述
が
何
よ
り
そ

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

其
比
此
公
事
捌
ヲ
聡
明
ノ
捌
ト
京
童
ト
モ
感
シ
ケ
ル

名
将
ナ
リ
ト
テ
京
童
ト
モ
即
当
ノ
捌
キ
ト
感
シ
ケ
ル

誠
二
人
ヲ
損
玉
ハ
ズ
寛
仁
大
度
ノ
捌
キ
ト
京
童
ト
モ
感
シ
ケ
ル

此
時
京
童
ト
モ
英
雄
ノ
智
ナ
リ
ト
感
シ
ケ
ル
ト
ナ
ン



京
童
ト
モ
伝
聞
テ
、
難
有
所
司
代
哉
、
万
々
歳
モ
此
人
ヲ
ト
歓
喜
シ
ケ
ル
ト
ナ
ン
：
：
：
等
々

『
板
倉
政
要
』で
は
、
周
防
守
が
五
器
の
値
段
を
知
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
心
配
は
全
く
要
ら
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
そ
ん
な
事
な
ど
熟

知
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
り
、
そ
ん
な
事
は
当
然
の
前
提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
『
板
倉
政
要
』
は
京
都
所
司
代
を
礼
讃
す
る

こ
と
を
主
旨
と
す
る
書
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
西
鶴
は
切
り
換
え
た
。
京
都
所
司
代
を
礼
讃
し
た
い
な
ら
、
西
鶴
も
同
様
の
叙
述
を
す
れ
ば
よ
い
。
『
板
倉
政
要
』
の
よ
う
に
盲
目

的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
札
讃
的
姿
勢
に
は
強
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

－

E

守
、
、

十
八
，
刀

そ
れ
を
西
鶴
が
切
り
換
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
西
鶴
を
し
て

不
満
に
思
わ
せ
る
因
子
が
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
五
器
を
四
つ
五
器
に
切
り
換
え
た
の
は
、
一
つ
に
前
述
し
た
ご
と
く
五

器
か
ら
の
連
想
（
「
五
器
：
：
：
四
つ
」
）
も
介
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
『
板
倉
政
要
』
の
裁
判
の
有
り
方
そ
の
も
の
が
右
に
述
べ
た
よ

う
な
不
自
然
き
を
感
じ
き
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
推
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
四
つ

五
器
の
発
想
は

ス
ピ
ー
ド
を
決
め
手
と
す
る
裁
判
話
に
と
っ
て
、

ま
こ
と
に
相
応
し
い
妙
案
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
て
明
瞭
化
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詳
述
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
巻
一
の
八
「
形
見
の
作
り
小
袖
」

で
は
、
御
前
は
犯
人
の
嘘
の
供
述
が
見
抜
け
ず
、
自
白
の
言
葉
を
以

て
漸
く
事
の
真
相
を
知
る
と
い
っ
た
人
物
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
。
或
い
は
、
巻
三
の
四
「
落
し
手
有
拾
ひ
手
有
」
で
は
、
原
様
で
あ
る
『
板

倉
政
要
』
に
お
い
て
所
司
代
が
示
し
た
と
ほ
ぼ
同
主
旨
の
金
を
施
す
と
い
う
裁
断
｜
｜
話
と
し
て
は
西
鶴
の
方
が
〈
三
方
一
両
損
〉
と
し
て

後
世
に
伝
わ
る
如
く
若
干
気
が
利
い
た
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
が
ー
ー
を
、
名
代
の
家
老
に
一
旦
き
せ
、
そ
れ
を
御
前
が
覆
す
と
い
う
後
段

を
設
け
て
、
原
擦
の
聖
人
話
を
悪
人
話
へ
と
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
原
擦
の
所
司
代
を
形
無
し
に
し
て
改
作
を
行
っ
て
い
る
と



い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
内
容
の
話
が
「
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

西
鶴
と
い
う
作
家
は
、
『
板
倉
政
要
』

の
よ
う
な
所
司
代
札
讃
談
を
こ
の
作
品
で
成
し
た
い
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
人
間
認
識
や
社
会
に
対
す
る
認
識
と
い
っ
た
も
の
を
裁
判
話
の

形
態
の
も
と
で
述
べ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
裁
判
話
の
形
態
は
飽
く
ま
で
も
形
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
利
用

し
た
ま
で
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(8
) 

紙
幅
の
都
合
上
実
証
と
な
る
用
例
を
多
く
上
げ
ら
れ
な
い
の
は
遺
憾
な
こ
と
だ
が
、
し
か
し
僅
か
で
あ
っ
て
も
、
こ
、
フ
1
レ
て

「
本
朝
桜
陰

比
事
』
に
お
け
る
西
鶴
の
創
作
視
点
は
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
は
、
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
に
お
い

て
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
必
定
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
五
器
盗
人
之
事
」
と
い
う
盲
目
的
札
讃
談
は
、」
う
し
て
、
然
り
気
な
い
叙
述
ゆ

え
さ
ま
で
の
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
話
ら
し
い
話
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
だ
け
で
な
く
、

西
鶴
に
よ
っ
て
、
条
理
あ
る
裁
判
話
へ

-164-

と
本
質
的
な
変
貌
を
も
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

本
稿
で
は
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
と
い
う
小
編
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、
も
し
以
上
の
よ
う
な
作
品
の
読
み
が
認

め
ら
れ
る
な
ら
、

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
中
の
他
章
を
考
え
る
に
際
し
て
多
分
に
示
唆
的
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
巻
五
の
五
に
「
あ
ぶ
な
き
物
は
筆
の
命
毛
」
と
い
う
章
が
あ
る
。
野
間
光
辰
氏
は
原
擦
と
は
認
め
ら
れ
ず
「
単
な
る
類
似
の
域

を
出
な
い
」
と
さ
れ
た
も
の
の
、
『
板
倉
政
要
』
巻
九
の
二
「
張
紙
シ
タ
ル
者
御
穿
撃
之
事
」
と
の
関
係
を
ご
指
摘
に
な
っ
た
章
で
あ
る
。
確

か
に
、
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
の
場
合
と
異
な
り
、
事
件
の
趣
は
「
板
倉
政
要
』
と
相
当
違
っ
た
も
の
｜
｜
商
家
の
金
銀
引
負
い
事
件
と

牢
人
に
よ
る
遊
女
盗
み
出
し
事
件
、
引
回
し
の
う
え
の
礁
と
友
思
い
の
助
命
嘆
願
、
等
々
ー
ー
に
な
っ
て
い
る
。
共
通
す
る
の
は
、
能
筆
と



い
う
こ
と
が
事
件
の
解
決
の
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
も
先
と
同
様
の
発
想
を
も
っ
て
創
作
に
あ

た
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
千
本
岩
神
な
る
地
名
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
卒
人
と
遊
女
が
登
場
し
、
傾
城
屋
か
ら
盗
み
出
す
展
開
が
発
想

さ
れ
る
と
い
っ
た
話
の
成
立
経
緯
も
推
測
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
能
筆
（
リ
筆
）
か
ら
連
想
さ
れ
る
内
容
を
先
と
同
様
に

付
合
集
を
も
と
に
見
て
み
よ
う
。

例
え
ば
筆
と
付
合
関
係
に
あ
る
語
と
し
て
見
る
に
、
「
閤
魔
・
絵
・
禿
・
物
の
惟
」
等
の
言
葉
が
上
が
っ
て
く
る
「
俳
譜
類
松
集
』
）
。
こ

の
場
合
、
閤
魔
は
京
都
に
お
い
て
は
閤
魔
堂
の
あ
る
千
本
に
当
然
連
想
が
繋
が
る
だ
ろ
う
し
、ま
た
絵
も
絹
と
結
び
つ
き
西
陣
へ
と
連
想
が

直
ぐ
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
筆
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
古
筆
・
手
習
子
な
ど
は
天
神
と
付
合
語
（
『
俳
譜
小
傘
』
）であ
る
の
で
、
筆

の
連
想
か
ら
天
神
も
想
起
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。
そ
の
天
神
は
ま
た
千
本
大
黒
町
を
想
起
さ
せ
る
大
黒
と
付
合
関
係
に
あ
る
語
で
も
あ
る
。

そ
う
し
て
、

こ
の
よ
う
な
筆
か
ら
派
生
さ
れ
る
種
々
の
連
想
が
集
合
す
れ
ば
、
捕
が
上
に
も
千
本
西
陣
大
黒
町
に
あ
る
岩
神
が
想
起
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
岩
神
の
言
い
伝
え
に
は
、
次
の
よ
う
に
禿
の
物
の
惟
が
付
着
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

聖
天
の
西
稗
迦
堂
の
東
三
町
に
有
禿
童
石
と
披
す
本
は
後
水
尾
院
の
御
庭
に
有
し
を
妖
怪
を
な
す
き
こ
へ
有
て
今
出
川
の
南
今
の
八
僚

殿
の
築
地
の
漫
に
引
出
き
る
、
に
猶
妖
怪
や
ま
で
禿
童
と
化
し
て
夜
行
す
な
と
人
お
そ
れ
け
れ
ば
寛
永
の
は
じ
め
此
地
に
、
つ
つ
き
る
世

（
『
蒐
妻
泥
赴
』
第
二

人
の
紳
と
あ
が
め
て
隼
敬
せ
し
よ
り
妖
怪
や
み
て
か
へ
り
て
婦
人
の
乳
の
は
そ
き
を
い
の
れ
ば
験
を
願
せ
り

五
器
か
ら
丹
波
が
連
想
さ
れ
た
よ
り
は
や
や
複
雑
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
岩
神
は
〈
筆
〉
と
い
う
一
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
連
想

さ
れ
る
設
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
う
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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神

そ
う
と
な
ら
ば
更
に
、
牢
人
・
遊
女
と
い
う
人
物
設
定
の
な
さ
れ

る
の
も
自
然
な
連
想
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
つ

と
い
う
の
は
、
岩
神
の
怪
異
は
〈
禿
〉
σ3 

て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

姿
を
と
る
と
い
う
、

そ
の
禿
か
ら
、
付
合
語
と
し
て
牢
人
・
遊
女
が

ま
た
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
（
『
俳
譜
類
般
集
」
）
。
山
石
神
の
怪
異
は
後

に
乳
の
神
に
な
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、そ
う
し
た
岩
神

に
腹
着
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
牢
人
と
遊
女
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
或
い
は
岩
神
に
隣
接
し
て
聖
天
な
る
社
が
あ
っ-166-

佐

た
が

そ
こ
は
陰
陽
神
を
杷
っ
た
所
で
あ
る
。
男
女
二
人
の
関
係
に

禿

物

は
、
そ
う
し
た
そ
の
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
が
関
与
し
て
い
た
か
も
知
れ

な
い
と
想
像
さ
れ
て
も
こ
よ
う
。
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

こ
う
し
て

五
器
か
ら
丹
波
そ
し
て
そ
の
丹
波
か
ら
の
更
な
る
連
想

が
関
与
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
筆
か
ら
連
想
さ
れ
た
禿
や
岩
神
か

ら
更
に
次
の
連
想
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
遊
女
を
廓
か
ら
五
月
闇
に
紛
ら
か
し
て
盗
み
出
す

そ
の
〈
松
山
〉
か
ら
五
月
闇
が
出
て
く
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

と
い
う
の
も
、
傾
城
屋
と
盗
人
と
が
付
合
関
係
に
あ
り
、
禿
か
ら
松
・
山
、

因
み
に
太
夫
と
松

五
月
と
山
も
付
合
関
係
で
あ
る
。
）

突
飛
な
展
開
で
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
犯
人
割
り
出
し
の
決
め
手
と

更
に
｜
｜
『
板
倉
政
要
』
の
場
合
、
能
筆
の
手
代
は
偽
り
の
悪
事
を
綴
っ
た
張
紙
を
故
意
に
書
き
、



な
っ
て
い
た
。

一
方
西
鶴
の
方
は
、
遊
女
に
対
す
る
真
実
の
想
い
の
龍
も
っ
た
文
を
失
念
し
て
置
き
忘
れ
た
為
に
そ
れ
が
決
め
手
と
な
る
。

ま
た
以
前
の
帳
面
と
比
べ
て
直
ぐ
に
犯
人
の
判
る
『
板
倉
政
要
』
に
対
し
、
西
鶴
で
は
以
前
の
文
と
比
べ
て
も
判
ら
ず
読
ま
せ
た
文
章
を
書

か
せ
る
と
い
う
よ
う
に
複
雑
に
な
り
、
更
に
は
友
人
が
助
け
る
と
い
う
尾
鰭
も
付
い
て
処
罰
は
宥
恕
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
『
板
倉
政
要
』
は

や
は
り
悪
人
を
見
事
に
所
司
代
が
裁
く
公
事
談
で
し
か
な
い
の
に
、
西
鶴
の
方
は
一
種
の
人
情
話
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
『
板
倉
政
要
』
と
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
西
鶴
作
の
こ
う
し
た
特
質
は
見
え
て
こ
よ
う
が
、
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
一
層
鮮
明
に
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
西
鶴
の
方
は
、
単
に
犯
人
を
上
げ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
と
は
少
し
違
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
巻
五
の
二
で
見
ら
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
創
作
方
法
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
更
に
は
話
の
内
実
に
関

し
で
も
先
に
確
認
し
た
創
作
視
点
と
同
様
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
こ
よ
う
。
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
を
通
じ
て
見
た
西

早
く
か
ら
原
擦
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
原
擦
と
余
り
に
似
る
為
に
却
っ
て
深
く
考
え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
一
方
「
あ
ぶ
な
き
物
は
筆

鶴
の
方
法
は
、
そ
の
章
の
み
に
固
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
う
し
て
言
え
る
の
で
あ
る
。
「
四
つ
五
器
重
て
の
御
意
」
は
、

の
命
毛
」
は
、
〈
筆
〉
が
起
点
と
な
り
、そ
こ
か
ら
派
生
す
る
連
想
で
も
っ
て
一
話
が
形
成
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
〈
筆
〉
の
話
題
を

取
り
上
げ
よ
う
と
西
鶴
に
思
わ
せ
た
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
当
然
な
ろ
う
が
、
『
板
倉
政
要
』
と
の
距
離
が
大
き
い
為
に
、
西
鶴
に

そ
の
よ
う
な
創
作
の
モ
チ
ー
フ
を
与
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
類
似
の
指
摘
で
終
わ
っ
て
い
た
。
以
上
の
如
く
考
え
て
く
る
と
、そ
、
フ
し

た
原
擦
と
の
関
係
を
含
め
て
、
原
擦
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
も
原
擦
の
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
、
も
う
一
度
改
め
て
「
本
朝
桜
陰
比

事
』
の
各
編
に
つ
い
て
検
証
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
ま
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
研
究
は
そ
の
よ
う

な
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



『
板
倉
政
要
』
は
、
熊
倉
功
夫
氏
の
「
史
料
翻
刻
『
板
倉
政
要
』
第
六
巻i
第
十
巻
裁
判
説
話
の
部
」
（
『
歴
史
人
類
』
第
十
五
号
）
を
引
用
。

参
考
。
「
道
場
：
：
：
時
宗
寺
」
「
踊
：
：
：
時
宗
の
念
仏
」
（
『
類
舵
集
』
）
。
「
遊
行
時
宗
聖
人
」
（
『
伊
京
集
』
）
。
「
遊
行
時
宗
上
人
」
（
「
易
林

本
』
）
。

祇
園
と
火
と
も
し
と
の
単
な
る
繋
が
り
だ
が
、
次
の
知
き
句
も
『
西
鶴
大
矢
数
』
に
見
ら
れ
る
。

祇
園
林
や
夢
に
究
る

火
と
も
し
の
月
人
男
五
十
年

例
字
い
ふ
て
は
ま
は
す
穐
風
（
第
十
四
）

前
田
金
五
郎
氏
「
西
鶴
大
矢
数
注
釈
』
（
勉
誠
社
、
昭
和
六
十
二
年
九
月
三
十
日
刊
）
で
は
「
公
事
と
祇
薗
会
の
山
」
を
付
合
と
す
る
。

丹
波
と
祇
園
の
結
び
つ
き
は
、
別
に
も
う
二
通
り
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
丹
波
｜
｜
｜
大
江
山
｜
｜
酒
呑
童
子
｜
｜
山
伏
｜
｜

祇
園
と
い
う
道
筋
で
あ
る
。
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
巻
頭
章
に
酒
呑
童
子
の
蔽
め
込
み
が
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
「
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
考
察

ー
ー
ー
巻
頭
章
の
方
法
に
つ
い
て
｜
｜
」
（
安
田
女
子
大
学
「
国
語
国
文
論
集
』
第
二
十
四
集
）
及
び
「
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
試
論
｜
｜
巻
頭
章

の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
「
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
十
二
号
）
で
述
べ
た
。
西
鶴
に
酒
呑
童
子
を
め
ぐ
る
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

認
出
来
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
（
頼
光
た
ち
が
山
伏
に
姿
を
か
え
て
退
治
す
る
）
、
酒
呑
童
子
と
山
伏
と
が
当
然
結
び
つ
く
（
『
類

松
集
』
）
が
、
一
方
で
又
、
山
伏
と
祇
園
も
付
合
関
係
に
あ
る
（
『
類
舵
集
』
）
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
右
の
如
き
連
想
も
生
じ
得
た
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
火
と
も
し
の
〈
火
〉
、
時
宗
の
〈
念
仏
〉
か
ら
、
〈
雷
〉
が
導
き
だ
さ
れ
る
が
（
「
俳
譜
小
傘
』
）
、
〈
雷
〉
は
酒

呑
童
子
に
付
着
す
る
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
り
（
右
拙
稿
）
、
又
〈
絵
馬
〉
と
も
結
び
つ
く
言
葉
で
も
あ
る
（
「
俳
譜
小
傘
』
）
。

ー
ー
ー
ー
絵
馬

I
l

－
－
罪
人

雷
人

［
酒

、
王

(1
) 

(2
) 

(3
) 

4 6 5 

火

一一一呑

童

子

大

丹江

波 山一一一鬼



念
仏

山

伏ー

祇

園

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
次
の
よ
う
な
繋
が
り
で
あ
る
。

⑤ 

祇

国
人
い
ト

清

坂一一一水

事三包
日

③ 

⑥ 

人

塔

⑦ 

蔵

丹

波

①
「
公
事
：
：
：
祇
園
会
」
（
『
類
舵
集
』
）

②
「
観
音
：
：
：
祇
園
会
ノ
山
」
（
『
H
H
』
）

③
「
塔
：
：
：
子
安
観
音
」
（
「
H

』
）

④
「
地
蔵
：
：
：
観
音
」
（7
』
）

⑤
「
清
水
：
：
：
こ
や
す
の
塔
」
（
『
H

』
）

⑥
「
塔
：
：
：
八
坂
」
（
『
H

」
）

⑦
「
丹
波
：
：
：
子
安
の
地
蔵
」
（
『
H

』
）

述
べ
な
か
っ
た
点
で
図
示
に
加
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
説
明
し
て
お
く
。
①
稲
荷
は
、
絵
馬
の
絵
と
関
連
を
持
つ
絵
具
山
と
付
合
関
係

（
「
類
松
集
』
）
。
②
六
波
羅
は
、
清
水
・
烏
部
山
と
付
合
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
観
音
や
地
蔵
と
も
付
合
関
係
。
③
酒
呑
童
子
は
作
品
中
鬼
と

捉
え
ら
れ
（
「
鬼
｜
｜
大
江
山
」
『
類
舵
集
』
）
、
一
方
忠
盛
の
組
み
伏
せ
た
法
師
も
鬼
と
見
間
違
え
ら
れ
る
（
「
鬼
｜
｜
絵
馬
」
『
俳
譜
小
傘
』
）
。

④
医
師
と
額
と
は
直
接
的
に
結
び
つ
く
訳
で
は
な
い
が
、
「
額
｜
｜
目
く
す
し
」
は
付
合
（
『
類
松
集
』
）
。
そ
の
関
係
で
医
師
と
額
と
も
微
妙
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に
繋
が
る
。
⑤
火
と
雷
の
関
係
は
先
に
指
摘
し
た
が
、

関
係
に
あ
る
（
『
俳
譜
小
傘
』
）
。

前
記
拙
稿
「
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
試
論
」
に
お
い
て
、

そ
の
火
は
ま
た
盗
人
と
も
付
合
関
係
に
あ
り
（
『
俳
譜
小
傘
』
）
、
雷
は
念
仏
と
も
付
合

こ
の
点
を
少
し
は
詳
し
く
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、

ご
参
照
を
お
願
い
し
た
い
。

-170-


