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山
中
鹿
介
異
聞

|
|
『
義
残
後
覚
』
に
見
る
「
戦
国
哨
」
の
あ
り
か
た
l
l

土
井

大

は
じ
め
に

近
世
は
商
品
と
し
て
の
「
話
」
が
幅
広
く
流
通
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
確
立
し
た
様
々
な
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
主
流
を
な
し
、

。
ノ

現
代
に
い
た
る
ま
で
人
気
を
博
し
て
い
る
の
が
武
辺
話
と
怪
異
謹
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
一
作
者
の
創
作
で
は
な
く
、
実
在
の
人

物
・
事
件
・
風
説
な
ど
を
潤
色
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
芸
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
人
物
・
事
件
の
あ
り
か
た
は
、
現
実
の
過
去
に

存
在
し
た
そ
れ
ら
と
は
当
然
な
が
ら
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
考
え
る
と
き
、
文
字
化
さ
れ
た
「
話
」
と
し
て
完
成
す
る

以
前
の
、
そ
し
て
ま
だ
「
伝
承
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
に
定
着
も
し
て
い
な
い
、
限
り
な
く
同
時
代
の
話
題
に
近
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
世
間
話
|
|
こ
こ
で
は
「
附
」
と
す
る
ー
ー
ー
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
義
残
後
覚
』
な
る
テ
キ
ス
ト
に
収
録

さ
れ
た
多
く
の
武
辺
話
・
怪
異
諌
の
中
か
ら
山
中
鹿
介
に
関
す
る
記
事
を
手
が
か
り
に
し
て
、
戦
国
期
の
「
哨
」
の
特
徴
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

『
義
残
後
覚
』
の
概
要
と
成
立
の
背
景

『
義
残
後
覚
』
は
一
六
世
紀
末
成
立
の
全
七
巻
八
十
五
話
の
世
間
話
集
。
現
在
手
も
と
に
は
内
閣
文
庫
蔵
二
種
の
影
印
が
あ
る
。
函
架
香

(258) 



号
の
順
に
し
た
が
い
、
仮
に
甲
本
・
乙
本
と
す
る
。
甲
本
が
漢
字
・
片
仮
名
混
じ
り
の
三
冊
本
、
乙
本
が
漢
字
・
平
仮
名
混
じ
り
の
七
冊
本

で
あ
る
。
本
稿
で
は
『
義
残
後
覚
』

の
底
本
は
よ
り
先
行
す
る
と
判
断
で
き
る
乙
本
を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
甲
本
を
参
照
す
る
。
ま
た
、
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配
列
に
沿
っ
て
〔
巻
ー
話
〕
と
い
う
形
で
通
し
の
番
号
を
付
し
た
。
引
用
の
際
に
は
適
宜
用
字
・
送
り
仮
名
な
ど
を
改
め
て
あ
る
。

内
容
は
実
在
の
大
名
や
武
将
が
登
場
す
る
武
辺
話
を
中
心
に
、
怪
談
・
奇
談
・
笑
話
・
風
俗
記
録
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
全
体
像
に

つ
い
て
は
、
笹
川
祥
生
氏
・
山
崎
由
芙
氏
の
先
行
研
究
が
参
考
に
な
る
。
成
立
年
代
は
政
文
に
よ
り
文
禄
五
(
一
五
九
六
)
年
と
さ
れ
て
い

次
側
近
衆
に
か
か
わ
り
の
あ
る
〈
伽
の
者
〉

る
が
、
実
際
に
は
も
う
少
し
下
る
こ
と
は
両
氏
と
も
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
作
者
(
厳
密
に
は
監
修
者
)
愚
軒
に
関
し
て
も
、
「
豊
臣
秀

の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
か
」
(
高
田
衛
氏
)
、
「
中
園
地
方
の
事
情
に
あ
る
程
度
興
味
を
も
ち
、
ま
た
、

知
識
も
あ
る
、
京
都
の
住
民
で
、
大
名
の
屋
敷
、
た
と
え
ば
毛
利
屋
敷
な
ど
に
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
作
者
を
廻
る
環
境
で
あ
ろ

う
か
」
(
笹
川
氏
)
と
い
っ
た
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
確
証
を
得
な
い
。
そ
の
肖
像
が
他
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ら
な

-340-

い
以
上
、
愚
軒
な
る
人
物
を
追
う
よ
り
、
愚
軒
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う
「
哨
」
の
集
合
体
が
文
字
化
さ
れ
る
以
前
に
ど
の
よ
う
な
場

に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
方
が
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

高
田
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
『
義
残
後
覚
』

の
各
話
が
「
咽
」
と
し
て
語
ら
れ
た
の
は
「
伽
の
場
」
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た

だ
し
、
語
り
手
は
必
ず
し
も
職
掌
と
し
て
の
「
御
伽
衆
」
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
『
義
残
後
覚
」

の
中
で
明
確
に
御
伽
衆
的
な
人

び
と
が
登
場
す
る
の
は
、
五
ー

「
玄
旨
法
印
刷
之
事
」
で
あ
る
。
「
あ
る
時
秀
吉
公
、
玄
旨
法
印
・
桑
山
法
印
・
清
須
法
印
・
金
森
法
印
・

因
幡
足
定
坊
な
ど
召
さ
れ
て
夜
も
す
が
ら
御
唱
あ
り
け
る
が
:
・
」
と
あ
り
、
名
前
を
羅
列
さ
れ
る
伽
の
衆
の
中
に
細
川
幽
斎
(
玄
旨
法
印
)
・

金
森
長
近
ら
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
話
で
幽
斎
が
見
せ
た
頓
知
と
は
、
「
い
か
に
面
白
く
と
も
腰
よ
り
下
の
話
を
禁
ず
」
と

命
じ
た
(
伽
の
衆
の
話
題
に
艶
笑
語
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
)
秀
吉
に
対
し
、
「
祇
園
の
茶
屋
で
楠
で
で
き
た
茶
釜
を
見
た
」
と
発
言
、
「
そ



れ
で
は
尻
が
焼
け
て
し
ま
う
」
と
言
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
木
釜
咽
」
は
『
曽
呂
利
狂
歌
唱
』
(
寛
文
八
刊
)
に
曽
呂
利
新

左
衛
門
の
手
柄
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
曽
呂
利
の
別
称
で
あ
る
「
伴
内
」
を
称
す
る
人
物
も
「
伴
内
と
い
ふ
者
は
世
に
類
ひ
な
き
附

の
名
人
に
て
、
秀
次
公
の
御
前
を
離
れ
ず
世
の
中
の
こ
と
ど
も
興
あ
る
や
う
に
取
り
繕
ふ
て
唱
を
仕
る
」
(
六
!
五
「
伴
内
が
事
」
)
と
し
て

『
義
残
後
主
に
登
場
す
る

)
Oま
た
、
こ
の
六
|
五
と
次
の
六
l
六
「
又
次
郎
が
事
」
で
伴
内
に
劣
ら
ぬ
唱
の
名
手
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
が

観
世
方
小
鼓
打
ち
の
観
世
又
次
郎
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
義
残
後
覚
』
で
は
大
名
か
ら
能
楽
師
ま
で
様
々
な
人
物
が
「
哨
」
を
語
る
。
彼
ら
を
敢
え
て
狭
義
の
「
御
伽
衆
」
と
せ
ず
、
「
御

伽
衆
的
人
び
と
」
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
た
い
。
余
談
で
あ
る
が
、
以
前
よ
り
そ
の
実
在
を
疑
わ
れ
て
い
る
曽
巴
利
を
豊
臣
家
周
辺
の
御
伽

衆
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
の
後
世
に
お
け
る
集
大
成
と
理
解
す
る
な
ら
、
木
釜
咽
を
介
し
て
幽
斎
と
伴
内
を
結
び
つ
け
て
い
る
『
義
残
後
覚
』
は

何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
義
残
後
覚
』
に
登
場
す
る
実
在
の
大
名
・
武
将
の
数
は
か
な
り
多
い
が
、
登
場
回
数
に
は
明
ら
か
に
偏
り
が
あ
る
。
最
も
多
い
の
が
秀

吉
周
辺
、
次
い
で
毛
利
家
・
信
長
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
。
大
内
・
陶
・
尼
子
ら
中
園
地
方
の
大
名
の
話
題
も
目
立
つ
。
逆
に
関
東
・
東
北
・

九
州
の
大
名
は
、
徳
川
家
康
を
含
め
て
一
切
触
れ
ら
れ
な
い
。
高
田
氏
・
笹
川
氏
ら
に
よ
る
作
者
説
の
根
拠
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
点

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
各
話
に
お
い
て
絶
賛
に
近
い
形
で
扱
わ
れ
る
秀
吉
と
は
対
照
的
に
、
信
長
に
対
し
て
は
終
始
酷
評
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

一
ー
四
「
松
山
高
野
山
へ
発
向
之
事
」
で
は
仏
敵
と
し
て
身
を
亡
ぼ
し
た
物
部
守
屋
に
擬
せ
ら
れ
、
五
ー
一
一
一
「
定
一
座

頭
が
事
」
で
は
座
頭
に
「
御
智
恵
は
一
皮
な
り
」
と
思
慮
の
浅
さ
を
指
摘
さ
れ
る
。
六
ー
四
「
人
の
妻
女
を
押
し
て
取
る
事
」
は
無
法
な
命

令
を
発
し
た
信
長
が
諌
め
ら
れ
る
話
で
あ
る
し
、
六
ー
一
O

「
鹿
島
源
五
左
衛
門
が
事
」
に
至
っ
て
は
織
田
家
へ
の
仕
官
を
薦
め
ら
れ
た
武

者
が
「
信
長
公
は
い
や
な
る
主
に
て
候
」
と
信
長
が
主
君
と
し
て
い
か
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
の
根
拠
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案

-341-(256) 



す
れ
ば
、
『
義
残
後
覚
』
の
哨
が
語
ら
れ
た
の
は
、
豊
臣
家
よ
り
む
し
ろ
毛
利
家
の
周
辺
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
本
稿
で
山
中
鹿
介
を
と
り
あ
げ
る
理
由
は
二
つ
。
ひ
と
つ
は
、
鹿
介
が
後
世
の
文
芸
に
よ
る
虚
構
化
・
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
が
最
も

顕
著
な
武
将
の
ひ
と
り
で
あ
る
た
め
。

い
ま
ひ
と
つ
は
、
鹿
介
を
扱
う
記
事
二
篇
が
、
『
義
残
後
覚
』
の
「
唱
」
に
特
徴
的
な
要
素
を
多
く

備
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

山
中
鹿
介
を
め
ぐ
っ
て

山
中
鹿
介
幸
盛
は
尼
子
の
遺
臣
。
三
日
月
に
七
難
八
苦
を
願
い
、
武
勇
無
双
に
し
て
主
家
再
興
に
生
涯
を
捧
げ
な
が
ら
志
果
た
せ
ず
上
月

落
城
後
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
武
将
と
し
て
知
ら
れ
る
。
近
世
以
降
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
「
忠
烈
」
「
悲
劇
性
」
と
い
う
こ
と
ば
で
端

的
に
表
せ
る
。
で
は
、
『
義
残
後
覚
』
で
は
鹿
介
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
ー
五
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

毛
利
家
軍
勢
上
月
城
を
囲
む
事

播
州
上
月
の
城
を
、
秀
吉
公
、
智
略
を
も
っ
て
上
月
十
郎
を
味
方
と
し
給
ふ
。
そ
の
こ
ろ
、
楠
多
門
兵
衛
と
沙
汰
を
し
、
山
中
鹿
介

を
た
の
み
で
こ
の
城
を
も
た
せ
給
ふ
。
さ
る
に
よ
っ
て
輝
元
公
、
「
急
ぎ
軍
勢
を
さ
し
っ
か
は
し
上
月
の
城
を
一
時
に
攻
め
滅
ぼ
し
羽

柴
筑
前
守
を
は
じ
め
と
し
て
残
党
尽
く
討
ち
取
る
べ
し
」
と
て
、
大
将
に
は
毛
利
兵
庫
頭
元
康
・
小
早
川
左
衛
門
佐
隆
景
、
古
川
・
福

原
・
益
田
・
渡
部
・
井
上
等
を
諸
手
の
大
将
と
し
て
、
五
万
三
千
の
士
卒
を
も
っ
て
百
重
も
と
り
ま
は
し
攻
む
る
程
に
、
羽
柴
筑
前
守
、

一
万
七
千
の
軍
勢
に
て
後
詰
か
な
は
ね
ば
、
諸
勢
を
退
け
て
急
ぎ
京
都
へ
上
り
信
長
公
に
こ
の
様
子
を
直
段
に
言
上
し
給
へ
ば
、
諸
臣

(255) ゥ
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色
々
に
評
義
し
給
ふ
に
、
な
か
/
\
三
万
四
万
の
人
数
に
て
後
詰
か
な
ふ
と
も
覚
へ
ず
、
信
長
公
御
馬
を
出
だ
さ
れ
候
は
で
は
か
な
ひ

が
た
か
る
べ
き
評
定
に
て
、
「
さ
あ
ら
ば
上
月
の
城
を
捨
て
よ
」
と
て
、
尽
く
人
数
を
引
き
払
ひ
給
ふ
。
山
中
鹿
介
、

一
命
を
な
だ
め

ら
れ
て
城
を
出
で
に
け
り
。
上
月
兄
弟
は
自
害
を
し
て
ぞ
失
せ
に
け
る
。

一
丁
五
は
特
定
の
武
者
の
逸
話
で
は
な
く
、
大
局
的
な
観
点
で
戦
全
体
の
流
れ
を
追
っ
た
「
戦
史
記
録
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
記
事
で
、
『
義

残
後
覚
』
の
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ど
の
程
度
事
実
に
即
し
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
二
ー
五
を
史
実
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
毛
利
側
・
秀
吉
の
後
詰
な
ど
、
兵
数
の
記
録
は
他
資
料
と
合
致
。
ま
た
、
秀
吉
が
後
詰
を
断
念
、
信
長
に
救
援
を
求
め
る
も
却
下
さ

れ
見
捨
て
ら
れ
る
形
で
落
城
し
た
経
緯
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
月
十
郎
景
定
は
宇
喜
多
直
家
の
配
下
で
あ
り
、
前
年
秀
吉
に
滅
ぼ
さ

れ
て
い
る
。
何
よ
り
大
き
な
違
い
は
、
{
寸
将
に
尼
子
勝
久
の
名
前
が
な
い
こ
と
。
史
実
に
お
い
て
は
織
田
家
に
接
近
し
城
を
任
さ
れ
る
こ
と

は
、
勝
久
・
鹿
介
主
従
に
と
っ
て
尼
子
再
興
の
た
め
の
重
要
な
足
が
か
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
鹿
介
が
上
月
城
に
入
っ
た
の
は

あ
く
ま
で
雇
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
勝
久
自
害
の
悲
劇
も
描
か
れ
ず
、
鹿
介
自
身
が
捕
虜
と
な
っ
て
謀
殺
さ
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
な
い
。

大
い
に
違
和
感
が
残
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
記
事
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
実
は
無
理
の
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
六
ー

二
は
長
い
の
で
、
I
j
V

に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

綿
貫
左
馬
介
鹿
助
を
討
給
ふ
事

愛
に
中
国
に
山
中
鹿
介
と
申
す
勇
士
あ
り
。
こ
の
人
は
雲
州
尼
子
下
野
守
晴
久
の
末
子
と
き
こ
ゆ
。
然
る
に
晴
久
毛
利
元
就
公
の
た
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め
に
亡
ぼ
さ
れ
給
ふ
と
き
、
こ
の
鹿
介
は
二
歳
と
き
こ
ゆ
。
乳
母
泣
く
/
\
か
〉
へ
て
山
中
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
ゆ
か
り
あ
る
を
た
ず
ね

て
、
「
こ
れ
は
我
が
生
み
出
し
た
る
子
な
り
。
父
は
君
の
御
供
申
し
て
侍
る
ぞ
や
」
と
て
養
育
し
け
る
程
に
、
年
月
積
も
り
で
十
六
、
七

歳
に
な
り
け
る
。
器
量
、
骨
柄
、
面
魂
、
世
の
常
な
ら
ず
。
手
足
の
節
々
に
一
掴
み
づ
、
毛
の
生
え
出
づ
る
所
に
、
す
な
は
ち
山
中
鹿

介
と
名
付
け
て
け
る
。
か
く
器
量
の
い
か
め
し
き
の
み
な
ら
ず
、
打
物
う
ち
立
て
弓
を
引
く
事
、
世
に
す
ぐ
れ
た
り
。
武
略
智
謀
備
へ

て
、
城
を
持
ち
敵
を
欺
く
こ
と
は
楠
正
成
に
も
ま
さ
り
な
ん
と
沙
汰
せ
り
。
き
れ
ば
国
々
、
弓
箭
の
半
ば
の
時
節
な
れ
ば
、
あ
な
た
へ

雇
ひ
こ
な
た
へ
雇
ふ
程
に
、
鹿
介
か
印
を
出
せ
ば
八
重
一
重
に
巻
き
た
る
城
も
尽
く
退
き
け
り
。
手
立
て
に
お
い
て
は
凡
慮
の
及
ば
ぬ

事
ど
も
を
な
し
け
る
程
に
、
鹿
介
だ
に
こ
も
れ
ば
和
談
に
し
て
無
事
を
な
す
。
き
れ
ば
諸
方
よ
り
合
力
を
請
ひ
て
屈
強
の
者
ど
も
三
百

ば
か
り
を
か
、
へ
て
中
国
五
畿
内
を
め
ぐ
り
け
る
程
に
、

こ
こ
で
鹿
介
の
来
歴
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
晴
久
の
遺
児
と
す
る
点
、
手
足
の
節
々
に
毛
が
生
え
て
い
る
と
い
う
異
形
が
語
ら
れ
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
他
の
資
料
に
は
見
ら
れ
ず
、
中
世
の
伝
承
の
型
に
近
い
印
象
を
受
け
る
。
武
将
と
し
て
の
器
量
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

は
こ
こ
で
も
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
の
能
力
を
主
家
再
興
に
そ
そ
ぐ
こ
と
は
な
い
。
尼
子
の
血
を
ひ
く
と
い
う
説
を
と
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
再

興
の
志
は
強
く
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
意
味
で
は
物
語
と
し
て
の
整
合
性
を
欠
い
て
い
る
。
三
百
の
手
勢
を
抱
え
て
諸
方
で
雇
わ
れ
仕
事
を
す

る
流
浪
の
傭
兵
集
団
の
よ
う
な
鹿
介
勢
の
位
置
づ
け
は
、
次
の
毛
利
側
か
ら
の
認
識
に
よ
り
、

い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。

E 

小
早
川
隆
景
、
こ
の
有
様
を
聞
き
給
ひ
て
、
「
か
、
る
者
を
お
き
な
ば
一
定
よ
か
ら
ぬ
こ
と
の
み
出
来
ぬ
べ
し
」
と
思
ひ
給
ひ
て
、

あ
る
時
芸
州
へ
申
さ
せ
給
ふ
は
、
「
山
中
鹿
介
と
い
ふ
者
は
武
略
備
は
っ
て
そ
の
器
量
無
双
の
勇
士
と
沙
汰
候
へ
ど
も
、
表
裏
の
侍
に
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て
今
日
は
敵
と
な
り
明
日
は
味
方
と
な
り
て
弓
箭
の
本
意
を
背
く
武
士
な
れ
ば
、
所
詮
彼
を
亡
き
者
に
な
し
て
然
る
べ
か
ら
ん
」
と
申

さ
せ
給
へ
ば
輝
元
公
は
聞
こ
し
召
し
て
、
「
彼
ほ
ど
の
者
に
人
数
を
寄
す
る
も
お
こ
が
ま
し
。
ま
た
尋
常
の
者
の
や
う
に
容
易
く
討
取

い
か
亡
す
べ
き
」
と
評
議
あ
る
と
こ
ろ
に
、
「
誰
そ
家
中
の
内
に
彼
が
存
じ
た
る
至
剛
の
者
は
な
き
か
」
と
あ

ワ
タ
ヌ
キ

る
と
こ
ろ
に
、
「
朽
葉
刑
部
少
輔
晴
義
の
家
中
に
卯
月
一
日
左
馬
介
と
て
大
剛
の
兵
は
候
な
れ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
「
さ
ら
ば
」
と
て

る
、
も
の
に
も
非
ず
。

急
ぎ
晴
義
を
召
し
て
事
の
様
子
仰
せ
け
れ
ば
、

隆
景
は
鹿
介
を
、
「
表
裏
の
侍
」
「
今
日
は
敵
と
な
り
明
日
は
味
方
と
な
り
て
弓
箭
の
本
意
を
背
く
武
士
」
と
評
す
る
。
そ
こ
に
「
忠
烈
」

は
皆
無
で
あ
る
。

実
は
、
『
義
残
後
覚
』
に
は
、
鹿
介
の
如
き
渡
り
奉
公
の
武
者
を
中
心
に
し
た
話
、
遍
歴
の
武
芸
者
・
牢
人
が
仕
官
に
成
功
す
る
話
が
多

数
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一l
i

二
ニ
「
野
津
重
縄
仕
者
打
取
手
柄
之
事
」
は
、
牢
人
の
野
津
が
家
屋
に
立
て
篭
も
っ
た
走
り
者
を
計
略
を
も
っ

て
捕
ら
え
そ
の
手
柄
が
元
で
小
早
川
秀
包
に
、
四
ー

「
加
茂
河
原
に
て
喧
嘩
の
事
」
も
牢
人
の
里
見
が
賀
茂
の
足
揃
え
で
無
法
な
振
舞
い

の
侍
を
撃
退
し
た
こ
と
が
評
判
に
な
っ
て
因
幡
国
守
に
、
そ
れ
ぞ
れ
召
し
抱
え
ら
れ
る
結
末
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
六
!
一
O
は

よ
り
特
徴
的
で
、
仕
え
る
な
ら
織
田
家
よ
り
武
田
家
で
あ
る
と
、
武
者
の
側
で
仕
官
先
を
選
ぶ
発
想
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

鹿
介
は
こ
の
後
町
に
お
い
て
毛
利
側
の
呼
び
出
し
に
易
々
と
応
じ
る
。
「
忠
臣
二
君
に
仕
へ
ず
」
と
い
う
教
え
に
反
す
る
こ
の
よ
う
な
武

者
の
あ
り
か
た
は
、
何
も
「
義
残
後
覚
』
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
松
田
修
氏
は
『
陰
徳
太
平
記
』

の
「
命
惜
し
く
妻
子
も
不
便

に
思
ん
ず
る
者
共
は
、
悉
く
毛
利
家
に
降
り
候
へ
、
士
は
渡
り
物
也
、
何
そ
恨
み
共
可
思
」
(
巻
三
九
)
と
い
っ
た
記
述
に
着
目
、
ま
た
大

将
を
自
害
さ
せ
て
生
き
延
び
る
家
臣
が
多
く
描
か
れ
る
|
|
上
月
城
に
お
け
る
鹿
介
は
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
|
!
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
か
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れ
ら
は
、
「
侍
ハ
渡
物
」
と
い
う
織
烈
な
自
覚
を
燃
焼
さ
せ
て
、
主
従
関
係
を
す
で
に
超
え
た
存
在
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
が

)
O

「
朽
葉
刑
部
少
輔
晴
義
」
(
甲
本
も
同
じ
表
記
)
は
、
毛
利
家
の
重
臣
で
あ
る
口
羽
通
良
の
子
、
春
良
。
上
月
城
包
囲
軍
に
参
加
し
(
鹿
介

ら
に
宛
て
た
降
伏
勧
告
の
連
名
起
請
文
に
名
前
が
あ
る
)
、
ま
た
鹿
介
殺
害
現
場
に
ほ
ど
近
い
国
吉
城
を
任
さ
れ
て
い
た
の
で
、
本
話
に
登

場
す
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
事
件
直
後
の
天
正
六
年
七
月
二
十
三
日
に
輝
元
か
ら
粟
屋
彦
右
衛
門
就
光
に
宛
て
た
書
状
に
、
「
此

問
、
鹿
介
申
付
之
儀
、
俄
事
付
而
、
通
良
不
被
申
聞
候
つ
る
や
、
藤
気
之
段
尤
ニ
候
、
於
干
時
之
事
に
候
条
、
其
方
非
油
断
候
、
・
:
」
と
あ
る
。
「
鹿

介
殺
害
の
件
は
急
事
で
あ
っ
た
の
で
、
口
羽
通
良
が
伝
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
粟
屋
が
事
態
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
油

断
で
は
な
い
」
と
い
う
内
容
で
、
鹿
介
殺
害
の
計
略
に
口
羽
親
子
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
粟
屋
は
『
雲
陽
軍
実
記
』
に
よ
れ
ば

松
山
城
ま
で
鹿
介
を
護
送
し
た
武
将
。
護
送
担
当
者
す
ら
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
口
羽
ら
が
極
秘
裏
に
鹿
介
殺
害
計
画
を
立
案
し
た
の

で
あ
る
。
本
話
の
記
述
が
こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
情
報
源
は
毛
利
家
の
内
部
事
情
に
か
な
り
精
通
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

E
 
刑
部
少
輔
、
「
か
し
こ
ま
っ
て
候
。
さ
り
な
が
ら
こ
の
ほ
ど
鹿
介
も
一
両
度
参
り
候
が
、
な
か
/
\
た
や
す
く
世
の
常
の
者
の
仕
る

者
と
も
覚
へ
ず
。
尤
も
左
馬
介
も
至
剛
な
る
こ
と
は
並
な
ら
ず
。

一
年
備
後
の
山
越
を
使
者
に
遣
は
し
候
と
こ
ろ
に
、
深
谷
の
岨
を
通

り
候
に
、

一
番
ぎ
り
の
熊
飛
び
出
で
て
左
馬
介
を
つ
か
ま
ん
と
か
、
り
候
を
お
し
な
ら
べ
て
む
ん
ず
と
組
み
、
上
を
下
へ
と
や
〉
暫
く

組
み
合
い
し
給
ひ
し
が
、
終
に
熊
を
乗
り
伏
せ
て
小
脇
指
に
て
二
万
刺
し
し
と
め
て
中
間
ど
も
に
は
る

β
\

荷
な
は
せ
て
宿
に
帰
り
候
。

『
熊
に
か
、
れ
た
る
』
と
申
し
て
腕
も
胸
腹
も
余
程
つ
か
み
か
亙
れ
候
。
そ
の
外
勝
れ
た
る
手
柄
ど
も
度
々
に
は
候
へ
ど
も
、
何
と
あ

る
べ
く
や
ら
ん
。
そ
の
段
は
互
ひ
の
運
次
第
に
候
は
ん
」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。
隆
景
は
聞
き
給
ひ
て
「
い
か
に
も
知
略
を
廻
ら
し
て
事

(251) -346-



の
物
去
な
き
ゃ
う
に
し
給
へ
」
と
仰
せ
付
け
ら
る
れ
ば
、
「
畏
ま
り
て
候
」
と
て
ま
か
り
帰
り
給
ふ
。
そ
の
後
左
馬
介
を
召
し
て
「
輝

元
公
よ
り
御
読
意
な
れ
ば
、
承
っ
て
参
り
た
り
。

い
か
デ
あ
る
べ
き
ぞ
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、
左
馬
介
承
っ
て
、
「
こ
は
弓
箭
の
冥
加
に

叶
ふ
た
る
御
事
に
候
へ
。
十
余
国
の
御
家
中
に
彼
ほ
ど
の
者
を
承
ら
ぬ
人
な
ど
あ
る
べ
き
。
某
を
召
し
出
さ
る
こ
」
と
、
武
士
の
本
懐

を
達
す
る
に
こ
そ
候
へ
」
と
て
、
事
も
な
げ
に
ぞ
悦
び
け
る
。
刑
部
少
輔
聞
き
給
ひ
て
、
「
そ
の
儀
な
ら
ば
明
後
日
鹿
介
を
こ
れ
へ
請

ふ
べ
き
使
者
を
遣
は
し
、
そ
の
期
に
当
た
っ
て
汝
を
途
中
ま
で
迎
ひ
に
出
し
候
は
ん
ま
\
道
に
て
仕
れ
」
と
ぞ
仰
せ
け
る
。
「
畏
ま
つ

て
候
」
と
て
、
御
前
を
立
ち
に
け
る
。

話
題
の
中
心
は
卯
月
一
日
左
馬
介
に
移
る
。
左
馬
介
の
剛
勇
ぶ
り
と
、
「
卯
月
一
日
」
と
表
記
す
る
名
字
の
特
異
性
(
俗
説
に
四
月
一
日

は
更
衣
で
袷
か
ら
綿
を
抜
く
日
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
訓
と
い
う
)
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
卯
月
一
日
(
綿
抜
)
氏
の
氏
族
伝
承
で
あ
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
卯
月
一
日
氏
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
九
八
に
天
文
九
年
元
就
か
ら
綿

わ
た
ぬ

貫
と
い
う
人
物
に
送
ら
れ
た
「
太
万
打
高
名
無
比
類
候
」
と
す
る
書
状
が
あ
り
、
ま
た
『
常
山
紀
談
』
巻
八
に
立
花
道
雪
家
臣
の
「
四
月
朔

会
d日

左
三
兵
衛
」
の
名
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
本
話
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。

N 

さ
て
鹿
介
方
へ
使
者
を
遣
は
し
給
へ
ば
、
「
恭
し
。
ま
か
り
越
す
べ
き
」
の
よ
し
、
御
返
事
申
さ
れ
け
る
。
か
く
て
そ
の
日
に
も
な

り
し
か
ば
、
左
馬
介
、
我
に
劣
ら
ぬ
者
ど
も
十
五
、
六
人
召
し
連
れ
て
、
備
中
の
山
越
を
い
つ
も
通
ふ
を
存
じ
つ
れ
ば
、
こ
の
道
さ
し

て
出
迎
ひ
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
鹿
介
は
か
〉
る
こ
と
と
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
手
勢
す
ぐ
っ
て
八
十
人
ば
か
り
召
し
連
れ
て
出
で
来
る
。

左
馬
介
出
迎
ひ
、
「
は
る
F
\

の
御
歩
行
、
御
草
臥
れ
さ
ぞ
候
は
ん
。
途
中
ま
で
御
迎
ひ
に
参
れ
と
の
御
事
に
て
、
こ
れ
に
て
と
く
よ
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り
待
ち
奉
る
」
と
申
し
け
れ
ば
、
鹿
介
、
「
御
迎
ひ
は
有
り
難
し
。
そ
れ
ま
で
も
あ
る
ま
じ
き
に
、
御
殿
山
穀
の
御
事
に
こ
そ
」
と
て
挨

拶
仕
る
と
こ
ろ
を
、
引
き
抜
き
て
ち
ゃ
う
と
打
ち
け
れ
ば
、
弓
手
の
肩
よ
り
妻
手
の
乳
の
下
ま
で
打
ち
込
ふ
だ
り
。
鹿
介
も
さ
す
が
の

勇
士
な
れ
ば
万
を
一
尺
ば
か
り
抜
き
持
ち
て
見
へ
け
る
が
、
十
四
、
五
間
ば
か
り
高
き
崖
の
上
に
て
討
た
れ
け
れ
ば
、
聞
き
ざ
ま
に
崖

よ
り
ど
う
と
落
ち
た
り
。
下
は
か
う
へ
河
と
て
、
向
へ
半
町
ば
か
り
の
大
河
な
り
し
が
、
こ
の
痛
手
を
負
ひ
な
が
ら
川
を
泳
ぎ
越
し
て

息
絶
へ
た
り
。

鹿
介
殺
害
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
『
雲
陽
軍
実
記
』
(
天
正
八
?
)
巻
五
・
『
桂
山
及
円
覚
書
』
(
元
和
八
)
・
『
陰
徳
太
平
記
』
(
享
保
二
刊
)

巻
五
六
で
も
語
ら
れ
る
。
鹿
介
が
川
べ
り
で
奇
襲
を
受
け
、
川
に
飛
び
込
ん
で
向
こ
う
岸
で
息
絶
え
る
(
首
を
取
ら
れ
る
)
と
い
う
筋
立
て

は
同
じ
で
あ
る
。
公
の
記
録
に
も
「
山
中
鹿
介
を
あ
い
の
渡
り
に
て
被
仰
付
候
時
、
鹿
介
浅
手
を
負
川
中
へ
飛
込
、
向
之
地
へ
取
渡
り
可
申

鉢
に
相
見
へ
候
時
、

一
番
に
川
へ
追
付
飛
込
、
川
中
に
て
く
ミ
候
て
鹿
介
頚
取
申
候
事
」
(
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
八
三
、
福
間
彦
右
衛
門
)
と

あ
り
、
史
実
と
も
符
合
す
る
。
特
に
「
雲
陽
軍
実
記
』
と
『
陰
徳
太
平
記
』
は
類
型
と
は
い
え
「
袈
裟
掛
に
」
「
丁
と
切
る
」
と
い
う
表
現

ま
で
『
義
残
後
覚
』
と
類
似
す
る
。
見
せ
場
に
あ
た
る
場
面
と
し
て
、
す
で
に
語
り
の
「
型
」
が
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

い
ず
れ
の
資
料
も
、
鹿
介
に
初
太
万
を
浴
び
せ
た
の
は
川
村
新
左
衛
門
、
首
を
取
っ
た
の
は
福
間
彦
右
衛
門
と
し
、
卯
月
一
日
(
綿
抜
)

名
は
表
れ
な
い
。
「
か
う
へ
河
」
は
「
雲
陽
軍
実
記
』
『
陰
徳
太
平
記
』
で
は
「
甲
部
川
」
と
表
記
。
阿
井
(
合
)
の
渡
し
の
あ
る
現
在
の
高

梁
川
の
こ
と
で
、
古
名
に
「
軽
部
川
」
「
川
辺
川
」
な
ど
が
あ
る
と
い
う
。

V 

供
の
郎
従
等
に
、
「
御
誌
意
な
る
に
よ
っ
て
か
く
の
如
し
。
汝
等
い
さ
〉
か
も
さ
は
り
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
ひ
け
れ
ば
、
、
王
な
き
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働
き
は
い
ら
ぬ
も
の
と
や
思
ひ
け
ん
、
ち
り

F
\

に
ぞ
失
せ
に
け
る
。
そ
の
中
に
十
六
、
七
の
小
性
二
人
、
左
馬
介
に
云
ひ
け
る
は
、
「
御

設
意
な
れ
ば
力
な
し
。
我
等
二
人
は
鹿
介
の
供
を
仕
り
候
べ
し
」
と
て
、
す
な
は
ち
鹿
介
の
死
骸
を
河
の
こ
な
た
に
つ
き
込
め
け
り
。

こ
ろ
は
三
月
上
旬
の
こ
と
な
れ
ば
桃
の
花
の
枝
を
塚
の
上
に
さ
し
、
「
山
中
鹿
介
と
て
名
誉
を
取
り
し
侍
な
れ
ば
死
し
て
も
情
あ
ら
ば

こ
の
花
に
根
を
さ
し
給
へ
」
と
て
、
念
仏
し
て
二
人
な
が
ら
腹
か
き
切
り
て
ぞ
失
せ
に
け
る
。
左
馬
介
、
二
人
の
者
ど
も
を
も
鹿
介
と

な
ら
べ
て
塚
に
つ
き
け
る
ほ
ど
に
、
こ
の
桃
の
ち
に
は
大
木
と
な
り
け
る
を
、
何
者
か
云
ひ
出
し
け
ん
、
こ
の
木
を
呑
め
ば
躍
が
落
ち

る
と
云
ふ
て
、
近
国
他
国
よ
り
来
て
削
る
ほ
ど
に
、

の
ち
に
は
削
り
枯
ら
し
け
る
。
さ
る
ほ
ど
に
左
馬
介
は
鹿
介
が
重
代
に
不
動
国
行

と
云
ふ
太
万
の
あ
り
し
が
折
節
差
し
て
い
た
り
し
を
取
り
て
し
る
し
に
参
ら
せ
上
ぐ
る
。
名
誉
の
高
名
仕
り
け
る
と
て
、
御
褒
美
給
は

り
、
御
感
に
あ
づ
か
り
け
り
。

「
義
残
後
覚
』
の
鹿
介
記
事
の
独
自
性
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
、
鹿
介
没
後
の
逸
話
で
あ
る
。
郎
従
(
郎
党
)
は
、
な
お
も
人
数
的
に

4
・

優
位
を
保
ち
な
が
ら
あ
っ
さ
り
と
逃
散
す
る
。
「
主
な
き
働
き
は
い
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
思
想
は
、
『
義
残
後
覚
』
が
渡
り
奉
公
の
武
者
の
物

語
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

郎
従
ら
と
対
照
的
に
潔
く
殉
死
を
遂
げ
る
の
が
二
人
の
、
ま
だ
少
年
と
言
っ
て
よ
い
小
性
(
小
姓
)
で
あ
る
。
鹿
介
の
死
に
稀
薄
な
「
悲

劇
性
」
を
小
性
が
代
わ
っ
て
引
き
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
「
小
性
の
義
死
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
「
義
残
後
覚
』

に
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
ー
八
「
宮
部
久
馬
介
義
死
之
事
」
。
以
下
に
梗
概
を
記
す
。

大
内
義
隆
、
宮
部
久
馬
介
と
浅
茅
鹿
馬
介
の
二
人
の
小
性
を
寵
愛
。
あ
る
女
房
の
議
言
に
よ
り
、
義
隆
は
宮
部
に
浅
茅
の
殺
害
を
命
(248) 



ず
。
宮
部
は
入
魂
の
仲
の
浅
茅
を
暗
殺
す
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、
浅
茅
に
打
ち
明
け
刺
し
違
え
る
こ
と
を
提
案
。
浅
茅
は
自
分
の
み

切
腹
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
宮
部
認
め
ず
、
抱
き
合
っ
て
入
水
。
人
々
は
二
人
の
義
死
を
賞
賛
、
遺
書
を
読
ん
だ
義
隆
は
議
言
し
た

女
房
を
柴
漬
の
刑
に
処
す
。

こ
こ
で
の
小
性
は
主
君
へ
の
忠
義
と
同
等
以
上
に
朋
輩
へ
の
友
情
(
愛
情
)
を
重
ん
じ
て
お
り
、
双
方
を
両
立
せ
ん
と
し
た
が
た
め
の
義

死
で
あ
る
。
西
鶴
の
『
男
色
大
鑑
』
巻
四
に
は
い
く
つ
か
類
似
し
た
主
題
の
話
が
見
え
る
。
六
ー
十
一

「
平
岡
権
六
遂
義
死
事
」
は
よ
り
鹿

介
の
小
性
の
あ
り
か
た
に
近
い
。

大
内
義
隆
の
子
息
「
三
位
中
将
」
に
仕
え
る
平
岡
権
六
道
高
と
い
う
十
九
歳
の
小
性
が
い
た
。
老
母
の
病
の
た
め
帰
郷
し
て
い
る
間

に
陶
が
大
内
を
攻
撃
、
義
隆
は
自
害
。
死
に
遅
れ
た
こ
と
を
悔
や
む
権
六
は
、
母
の
勧
め
も
あ
り
自
害
を
す
る
た
め
に
中
将
の
跡
を
追

い
、
遂
に
念
願
叶
っ
て
主
君
に
対
面
、
許
し
を
得
て
追
い
腹
を
切
っ
た
。

『
義
残
後
覚
」
に
お
け
る
武
者
の
逸
話
の
ほ
と
ん
ど
は
腕
力
・
胆
力
・
武
芸
・
機
転
な
ど
、
能
力
を
賞
賛
す
る
形
で
記
事
化
さ
れ
て
お
り
、

精
神
性
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
忠
義
を
強
調
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
小
性
な
の
で
あ
る
。
命
を
惜
し
む
武
者
と
、
忠
義
に
殉
ず
る
小

性
。
実
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
松
田
氏
が
夙
に
興
味
深
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
『
備
中
兵
乱
記
』
に
お
い
て
、
三
村
実
親
が
家
臣
を
救

う
た
め
自
害
に
追
い
込
ま
れ
た
の
ち
の
、
藤
若
と
い
う
草
履
取
の
殉
死
の
よ
う
す
を
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
『
陰
徳
太
平
記
』

巻
五
二
の
同
じ
場
面
を
引
用
す
る
。
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生
年
十
六
歳
に
成
け
る
藤
若
と
云
る
草
履
取
の
有
け
る
が
、
諸
士
の
末
座
よ
り
進
み
出
、
か
〉
る
御
大
将
の
御
自
害
有
け
る
に
、
供
奉

す
る
者
の
無
き
事
、
臆
病
と
云
ひ
不
忠
と
云
ひ
、

口
惜
し
き
人
人
達
か
な
、

い
で
某
一
人
也
共
三
途
死
出
の
御
供
可
申
、
面
々
は
急
ぎ

敵
方
に
降
参
し
て
、
栄
花
に
誇
り
給
へ
や
と
云
も
あ
へ
ず
刀
を
抜
い
て
、
宗
徒
の
士
三
人
に
手
を
負
せ
、
や
が
て
実
親
の
死
骸
に
集
り

腹
掻
き
破
っ
て
死
け
る
を
、
誉
め
ぬ
者
こ
そ
無
り
け
れ
。

「
万
卒
の
代
表
が
、
少
年
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
現
実
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
そ

う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
万
卒
は
今
や
お
ち
目
の
主
君
を
見
す
て
て
い
る
。
か
れ
は
犠
牲
要
員
と
し
て
か
け
が
え
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。

そ
ん
な
冷
酷
な
状
況
に
お
い
て
、
た
だ
一
人
、
主
君
へ
の
義
を
守
る
も
の
が
い
る
。
少
年
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
か
れ
の
行
為
を
さ
さ
え
る

も
の
は
、
義
よ
り
も
む
し
ろ
情
で
あ
ろ
う
」
と
松
田
氏
は
言
う
。
ま
た
、
山
本
博
文
氏
も
、
近
世
以
降
病
死
し
た
主
君
に
も
殉
死
者
が
出
る

-351-

こ
と
を
指
摘
、
そ
の
多
く
が
主
君
と
の
一
体
感
を
も
っ
て
い
た
下
級
家
臣
と
「
侍
の
義
理
」
を
何
よ
り
重
ん
じ
た
か
ぶ
き
者
的
下
級
武
士
で

あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
が
、
前
者
の
筆
頭
が
主
君
と
衆
道
関
係
に
あ
っ
た
小
性
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
両
氏
の
指
摘
に
は

全
面
的
に
首
肯
で
き
る
が
、
加
え
て
、
「
咽
」
の
語
り
手
と
し
て
の
小
性
の
自
己
投
影
と
い
う
要
素
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
「
御

伽
衆
的
人
び
と
」
の
中
に
は
当
然
小
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。
「
附
」
が
く
り
返
し
語
ら
れ
る
中
で
、
小
性
た
ち
に
あ
る
共
通
の
心
性
が
育
つ

て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

残
り
の
記
述
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
鹿
介
の
塚
に
桃
の
枝
を
さ
す
と
い
う
挿
話
が
あ
る
。
史
実
で
は
上
月
城
の
落
城
は
七
月
で
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あ
る
の
で
、
こ
の
挿
話
を
生
か
す
た
め
に
本
話
を
一
了
五
に
続
け
る
形
で
は
記
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
地
の
伝
承
で
は
鹿
介
の



さ
ん
ぎ
ゅ
う

遺
骸
は
曹
洞
宗
観
泉
寺
の
住
職
珊
牛
和
尚
が
葬
り
、
高
梁
川
中
州
に
榎
を
植
え
て
五
輪
塔
を
立
て
た
と
す
る
。
植
樹
と
い
う
伝
承
の
型
は

類
似
し
て
お
り
、
『
義
残
後
覚
』
の
唱
が
在
地
の
寺
社
伝
承
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
桃
の
木
が
擢
封
じ
の
守
り
に
な
っ
た

と
す
る
記
述
は
、
前
話
に
あ
た
る
六
ー

「
和
州
に
お
い
て
希
代
変
化
物
之
事
」
と
の
連
繋
を
感
じ
さ
せ
る
。
あ
ら
ゆ
る
病
を
癒
す
力
を
持

つ
娘
の
正
体
が
狐
だ
っ
た
と
い
う
話
だ
が
、
衣
服
を
刻
ん
で
作
っ
た
癌
磨
除
け
の
護
符
は
実
際
に
効
果
が
あ
り
、
方
々
で
使
い
因
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
『
義
残
後
覚
』
の
記
事
が
「
連
想
の
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
る
」
こ
と
は
す
で
に
笹
川
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
薬
売
り
や
病
除

け
の
護
符
を
売
り
歩
い
た
下
級
宗
教
者
が
口
承
文
芸
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

一
応
は
考
慮
に
入
れ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

鹿
介
の
遺
品
と
し
て
輝
元
に
進
上
さ
れ
た
太
万
は
、
『
桂
山
及
円
覚
書
』
で
は
「
あ
ら
み
国
行
」
と
す
る
。
「
不
動
国
行
」
の
方
は
、
「
信
長
公
記
』

巻
六
に
、
「
松
永
弾
正
、
濃
州
岐
阜
へ
罷
り
下
り
、
天
下
無
双
の
名
物
、
不
動
国
行
進
上
候
て
」
と
見
え
る
。
名
刀
の
名
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
、

混
乱
で
あ
ろ
う
か
。

四

お
わ
り
に

さ
て
、
こ
こ
ま
で
拾
い
集
め
た
わ
ず
か
な
材
料
を
も
と
に
、
我
田
引
水
た
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
『
義
残
後
覚
」
の
唱
が
ど
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
た
の
か
ひ
と
つ
の
仮
説
を
立
て
て
み
よ
う
。
『
義
残
後
覚
』

の
咽
の
提
供
者
は
、
渡
り
奉
公
の
武
者
・
武
芸
者
・
宗
教
者
・
芸
能

者
・
薬
売
り
な
ど
、
諸
国
遍
歴
の
人
々
。
史
実
に
関
す
る
附
に
は
誤
謬
も
あ
る
も
の
の
、
と
き
に
細
部
に
お
い
て
事
実
に
忠
実
で
あ
り
、
情

報
源
の
偏
り
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
御
伽
衆
的
人
び
と
(
大
名
近
侍
の
武
将
や
小
性
)
が
、
自
分
な
り
に
岨
唱
し
脚
色
し
て
、
「
伽
の
場
」

で
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
考
え
た
い
。

『
義
残
後
覚
』
に
お
い
て
描
か
れ
る
山
中
鹿
介
像
は
、
現
代
に
お
け
る
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
り
、
「
忠
烈
」
「
悲
劇
性
」
を
感
じ
さ
せ
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あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
鹿
介
に
代
表
さ
れ
る
『
義
残
後
覚
』

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
物
語
と
し
て
の
完
成
度
も
高
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
語
ら
れ
方
を
す
る
必
然
性
が

の
武
者
た
ち
に
は
あ
る
種
の
魅
力
さ
え
覚
え
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
我
々
が
そ
こ
に
|
|
い
さ
さ
か
陳
腐
な
物
言
い
で
は
あ
る
が
、
戦
国
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

笹
川
祥
生
「
『
義
残
後
覚
』
考
|
|
戦
国
説
話
と
し
て
の
l
|
」
(
『
説
話
論
集

山
崎
由
芙
「
『
義
残
後
覚
』
に
つ
い
て
」
(
『
芸
能
文
化
史
』
第
二
四
号
)

(
2
)
『
江
戸
怪
談
集
』
解
題
。

(
3
)岡
雅
彦
「
「
曾
口
口
利
狂
寄
附
」
と
曾
呂
利
説
話
」
(
『
園
語
圏
文
研
究
』
五
O
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)
松
林
靖
明
「
「
観
世
又
次
郎
覚
書
ー
ー
そ
の
御
伽
衆
的
ク
環
境
。
に
つ
い
て
|
|
」
(
『
青
須
我
波
良
』
二
四
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
5
)松
田
修
『
刺
青
・
性
・
死
|
逆
光
の
日
本
美
!
』

(
6
)
『
出
雲
尼
子
史
料
集
』
。
輝
元
か
ら
粟
屋
へ
の
書
状
も
同
じ
。

(
7
)
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
一
一
一
一
一

(
8
)
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
十
四
巻
岡
山
県
の
地
名
』

(
9
)
松
田
氏
前
掲
書
。

(
叩
)
山
本
博
文
『
殉
死
の
構
造
』

(
日
)
『
増
補
高
梁
市
史
』
。
「
西
半
次
郎
覚
書
」
に
よ
る
と
い
う
。

、
〒
主

(
1
)
 

第
二
集

説
話
と
軍
記
物
語
』
)

(244) 


