
　
　
　
朱
舜
水
の
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
下
　
英
　
明

　
失
礼
致
し
ま
す
。
今
回
は
、
朱
舜
水
の
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
に
つ
い
て
拝
読
を
し
、
御
一
緒

に
勉
強
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
御
願
い
致
し
ま
す
。

　
最
初
は
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
第
一
首
で
、
そ
の
読
み
下
し
文
、
そ
れ
と
大
意
、
そ
し
て
難

解
と
思
わ
れ
ま
す
語
句
に
つ
い
て
、
そ
の
若
干
に
つ
い
て
意
味
を
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
つ
い
で

同
じ
く
賛
文
の
第
二
首
で
す
が
、
こ
れ
に
は
大
意
は
付
け
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
同
じ
く
第
三

首
で
す
。
そ
れ
と
、
楠
公
像
賛
の
成
立
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
史
料
を
載
せ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

先
人
の
楠
子
論
と
し
ま
し
て
藤
田
東
湖
先
生
の
「
弔
楠
公
文
」
を
、
又
、
真
木
和
泉
守
の
「
楠
子

論
」
を
載
せ
ま
し
た
。
楠
木
正
成
の
顕
彰
に
つ
き
ま
し
て
、
お
二
人
の
先
哲
の
教
え
も
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
、
載
せ
た
次
第
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
最
初
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
致
し
ま
す
。
最
初
は
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
う
ち

の
第
一
首
で
す
。
こ
の
文
章
の
出
典
と
し
ま
し
て
、
三
つ
の
史
料
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
一
つ

は
「
楠
公
父
子
決
別
図
賛
」
（
稲
葉
君
山
編
『
朱
舜
水
全
集
』
所
収
）
と
あ
り
ま
す
軸
物
で
す
。

こ
れ
は
加
賀
の
前
田
家
に
伝
わ
る
も
の
で
（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
）
、
大
変
有
名
な
も
の
で
す
。
私

は
ま
だ
実
物
を
拝
見
し
て
い
ま
せ
ん
。
何
時
か
そ
の
機
会
を
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な

か
果
せ
な
い
で
い
ま
す
。
絵
は
狩
野
探
幽
の
手
に
な
り
、
そ
の
上
の
方
に
舜
水
の
自
筆
で
こ
の
文

章
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
「
明
舜
水
朱
子
瑜
題
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
次
い
で
、
義
公

徳
川
光
圀
が
建
て
ま
し
た
神
戸
の
湊
川
の
碑
文
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
文
章
は

一
躍
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
碑
石
の
表
に
は
皆
さ
ん
よ
く
御
承
知
の
「
嗚
呼
忠
臣

楠
子
之
墓
」
の
文
字
が
、
こ
れ
は
義
公
光
圀
の
筆
に
な
り
、
そ
の
裏
面
に
こ
の
文
章
で
す
。
文
字

は
京
都
の
書
家
の
岡
村
元
春
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
「
楠
公
石
碑
建
立
由
来
記
」
、
『
神
戸
市
史

資
料
二
』
所
収
）
。
そ
し
て
、
「
舜
水
先
生
文
集
」
（
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
本
）
で
す
。
こ
の

文
集
は
、
舜
水
が
亡
く
な
る
と
（
天
和
二
年
、
一
六
八
二
）
、
舜
水
の
遣
文
が
集
め
ら
れ
ま
し

て
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
版
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
中
を
み
ま
す
と
「
門
人
権
中
納
言
従

三
位
西
山
源
光
圀
輯
　
男
権
中
納
言
従
三
位
網
條
校
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
各
巻
毎

に
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
舜
水
の
遣
文
集
で
あ
り
ま
し
て
、
舜
水
の
研
究
に
つ
き
ま
し

て
は

根
本
史
料
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
「
舜
水
先
生
文
集
」
に
は
、
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
と
、
正

成
の
子
の
正
行
に
つ
い
て
の
「
楠
正
行
像
賛
」
も
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
正
行
に
つ
い
て
の
舜
水
の

顕
彰
の
内
容
も
知
ら
れ
ま
す
。



　
で
は
、
第
一
首
の
文
章
を
見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
原
文
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
文
字
に
つ
き
ま
し
て
も
史
料
に
よ
り
ま
し
て
、
多
少
の
異
動
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は

「
楠
公
墓
碑
拓
本
」
に
よ
り
、
読
み
下
し
文
を
載
せ
ま
し
た
。
読
み
は
私
が
、
諸
書
を
参
考
に
致

し
ま
し
て
つ
け
た
も
の
で
す
。

忠
孝
天
下
に
著
は
れ
、
日
月
天
に
麗
く
、
天
地
日
月
無
れ
ば
、
則
晦
蒙
否
塞
、
人
心
忠
孝
を

廃
す
れ
ば
、
則
乱
賊
相
尋
ぎ
乾
坤
反
復
す
、
余
聞
く
楠
公
諱
は
正
成
者
、
忠
勇
節
烈
國
士
無

双
、
其
の
行
事
を
蒐
す
る
に
、
概
見
す
可
か
ら
ず
、
大
抵
公
の
兵
を
用
ふ
る
、
強
弱
の
勢
を

幾
先
に
審
に
し
、
成
敗
の
機
を
呼
吸
に
決
す
、
人
を
知
り
、
善
任
じ
、
士
を
体
し
、
誠
を
推

す
、
是
を
以
て
謀
中
ら
ざ
る
無
く
、
而
し
て
戦
克
た
ざ
る
無
し
、
心
を
天
地
に
誓
ふ
て
、
金

石
渝
ら
ず
、
利
の
為
め
に
回
ら
ず
、
害
の
為
に
怖
れ
ず
、
故
に
能
く
王
室
を
興
復
し
、
旧
都

に
還
す
、
諺
に
曰
く
、
前
門
狼
を
拒
げ
ば
、
後
門
虎
を
進
む
、
廟
謨
臧
か
ら
ず
元
因
踵
を
接

ぎ
、
國
儲
を
構
殺
し
、
鐘
虚
を
傾
移
す
、
功
成
る
に
垂
ん
と
し
て
主
を
震
す
、
策
善
し
と
雖

も
庸
ひ
ら
れ
ず
、
古
よ
り
未
だ
元
師
前
に
妬
み
、
庸
臣
断
を
専
に
し
て
、
大
将
能
く
功
を
外

に
立
つ
る
者
、
有
ら
ず
、
之
を
卒
ふ
る
に
、
身
を
以
て
国
に
許
し
、
死
に
之
て
佗
靡
し
、
其

の
終
り
に
臨
み
、
子
を
訓
ふ
る
を
観
る
に
、
従
容
と
し
て
義
に
就
き
、
孤
に
託
し
、
命
を
寄

せ
、
言
私
に
及
ぱ
ず
、
精
忠
日
を
貫
く
に
、
非
る
よ
り
は
、
能
く
是
の
如
く
整
に
し
て
、
暇

な
ら
ん
や
、
父
子
兄
弟
世
々
に
忠
貞
を
篤
く
し
、
節
孝
門
に
萃
る
、
盛
な
る
哉
、
今
に
至

り
、
王
公
大
人
よ
り
、
以
て
里
巷
の
士
に
及
ぶ
ま
で
、
日
を
交
へ
て
之
を
誦
し
て
衰
へ
ず
、

其
れ
必
ず
大
に
人
に
過
た
る
者
有
ら
ん
、
借
し
い
か
な
載
筆
者
、
考
信
す
る
所
無
く
、
其
の

盛
美
大
徳
を
発
揚
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み

右
故
河
摂
泉
三
州
の
守
、
贈
正
三
位
近
衛
中
将
楠
公
の
賛
、
明
の
徴
士
舜
水

朱
子
瑜
字
は
魯
ヨ
か
の
撰
す
る
所
、
勒
し
て
碑
文
に
代
へ
以
て
不
朽
に
垂
る

　
碑
文
に
あ
り
ま
す
最
後
の
二
行
も
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
文
章
は
、
義
公
光
圏
に
よ
る
も
の
で

す
。
次
に
大
意
を
御
覧
下
さ
い
。

人
の
世
に
忠
と
孝
の
倫
理
・
道
徳
が
あ
り
、
道
義
・
道
徳
の
根
本
と
し
て
大
事
に
さ
れ
て
い

ま
す
こ
と
は
、
こ
の
自
然
界
に
太
陽
と
月
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
も
し
こ
の
自
然

界
か
ら
太
陽
と
月
と
が
無
く
な
り
ま
す
と
、
こ
の
世
は
暗
闇
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

と
同
様
に
、
人
の
心
か
ら
忠
孝
の
心
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
こ
の
国
家
・
社
会
の
秩

序
が
崩
壊
し
、
人
倫
は
乱
れ
、
反
逆
す
る
者
が
続
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
天
地
が
ひ
っ
く
り

返
る
よ
う
な
混
乱
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
が
聞
き
ま
す
に
、
楠
木
正
成
と
い
う

者
は
、
忠
勇
節
烈
で
あ
り
ま
し
て
並
ぶ
べ
き
者
の
無
い
国
士
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
戦
績
・
事

績
を
よ
く
見
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
千
早
赤
坂
城
の
戦
い
に
お
け

る
守
り
と
撤
退
、
天
王
寺
へ
出
て
の
戦
い
、
ま
た
千
早
城
に
お
け
る
様
々
な
戦
術
な
ど
、
用



兵
、
策
略
は
図
に
あ
た
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
適
切
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
心
は
金
石
の
よ

う
に
変
化
が
な
く
、
利
を
考
え
ず
害
も
恐
れ
な
い
。
こ
う
し
て
よ
く
千
早
城
で
奮
戦
を
し
、

籠
城
戦
に
堪
え
抜
き
ま
す
と
、
天
下
の
形
成
が
大
き
く
か
わ
り
、
鎌
倉
幕
府
は
滅
亡
し
、
建

武
の
中
興
が
達
成
さ
れ
、
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
が
実
現
し
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
諺
に
い

う
よ
う
に
、
前
門
で
狼
の
侵
入
の
防
備
に
集
中
を
し
て
い
る
と
、
か
わ
り
に
後
門
か
ら
虎
が

入
っ
て
く
る
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
建
武
の
中
興
の
政
策
な
ど
を

め
ぐ
り
、
不
平
・
不
満
が
起
き
、
送
に
足
利
高
（
尊
）
氏
が
謀
反
を
起
こ
し
ま
す
。
護
良
親

下
は
捕
ら
わ
れ
て
、
や
が
て
殺
害
さ
れ
る
。
建
武
の
中
興
は
、
短
期
間
に
し
て
瓦
解
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
足
利
高
氏
の
軍
と
の
戦
い
と
な
り
、
そ
の
戦
術
を
め
ぐ
っ
て
朝
廷

内
で
意
見
が
分
か
れ
ま
す
。
楠
木
正
成
の
戦
略
は
坊
門
の
宰
相
清
忠
ら
の
反
対
に
あ
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
、
武
将
が
よ
く
戦
功
を
あ
げ
ら
れ
る
道
理
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
楠
木
正
成
は
死
を
決
意
し
、
桜
井
の
駅
で
我
子
の
正
行
に
後
事
を
託
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
湊
川
の
戦
で
戦
死
し
ま
す
。
こ
の
正
成
の
姿
勢
を
み
ま
す
と
、
一
点
の
不
純
物
を
も

含
ま
な
い
忠
義
で
あ
り
、
精
忠
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
後
の
楠
木
一
族
は
、
子
々
孫
々

忠
義
の
た
め
に
奮
戦
を
し
、
身
命
を
か
け
て
い
き
、
節
孝
と
い
う
徳
目
は
こ
の
楠
木
氏
一
門

に
全
部
集
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
盛
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
今
日
ま
で
、
身
分
の
高
い
者
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
こ
の
こ
と
を
称
賛
し
て
止
み
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
必
ず
人
並
み
以
上
の
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
借

し
ま
れ
ま
す
こ
と
は
、
記
録
を
残
す
者
が
こ
れ
を
正
し
く
考
察
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ

の
盛
ん
な
徳
が
世
に
顕
彰
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。

　
よ
く
分
ら
な
い
所
も
あ
り
、
誠
に
粗
雑
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
意
味
を
と
っ
て
み
ま
し
た
。
次

に
い
く
つ
か
の
語
句
に
つ
い
て
、
簡
単
な
意
味
を
書
い
て
置
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
も
御
覧
下
さ

い
。

　
　
　
　
晦
蒙
　
　
　
　
　
く
ら
い
、
く
ら
や
み
、
乱
世
の
清
明
で
な
い
こ
と

　
　
　
　
否
塞
　
　
　
　
　
と
じ
ふ
さ
が
る

　
　
　
　
乾
坤
　
　
　
　
　
天
地
、
日
と
月

　
　
　
　
諱
　
　
　
　
　
　
死
後
の
名

　
　
　
　
廟
謨
　
　
　
　
　
朝
廷
で
き
め
た
は
か
り
ご
と

　
　
　
　
国
儲
　
　
　
　
　
国
君
の
世
継
ぎ
、
皇
太
子

　
　
　
　
構
殺
　
　
　
　
　
無
実
の
罪
を
か
ま
え
つ
く
っ
て
殺
す

　
　
　
　
鐘
虚
　
　
　
　
　
か
ね
と
か
ね
か
け
、
王
位
の
象
徴

　
　
　
　
庸
臣
　
　
　
　
　
平
凡
な
家
来

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
首
に
つ
き
ま
し
て
、
幾
つ
か
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。



最
初
は
、
「
忠
孝
天
下
に
著
は
れ
、
日
月
天
に
麗
く
」
と
い
う
筒
所
で
す
。
こ
こ
で
、
「
麗
」
と

い
う
文
字
を
特
に
「
つ
く
」
と
読
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
原
文
に
ル
ビ
は
無
い
の
で
す
か
ら
、
当

然
い
ろ
い
ろ
の
読
み
方
が
出
て
き
て
当
た
り
前
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
読
め
ば
「
う
る
わ
し

く
」
で
あ
り
、
ま
た
「
か
が
や
く
」
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
、
ル
ビ
を
付
け
て
い
る

の
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
意
味
の
上
か
ら
も
そ
れ
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
「
つ

く
」
と
ル
ビ
を
つ
け
て
い
る
本
も
あ
り
ま
す
。
私
が
見
ま
し
た
史
料
に
、
安
藤
年
山
著
の
『
年
山

紀
聞
』
（
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
本
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
こ
の
第
一
首
が
載
せ

て
あ
り
、
「
日
月
天
に
つ
く
」
と
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
佐
藤
進
博
土
著
の
『
水

戸
義
公
伝
』
に
も
「
つ
く
」
と
あ
り
ま
し
た
。
安
藤
年
山
（
諱
は
為
章
）
は
、
兄
の
安
藤
抱
琴

（
諱
は
為
実
）
と
と
も
に
義
公
光
圀
に
仕
え
ま
し
て
、
礼
儀
類
典
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
物
で

す
。
そ
の
年
山
の
著
書
で
あ
り
ま
す
『
年
山
紀
聞
』
に
「
つ
く
」
と
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
水
戸
に

お
い
て
は
早
く
に
「
つ
く
」
と
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
佐
藤
進
博
士
は
、
今
日
の
常
陸
太
田
市
に
生
ま
れ
て
地
元
の
郷
校
で
あ
り
ま
す
益
習
館
に
学

び
、
後
、
今
の
千
葉
県
佐
倉
市
の
順
天
堂
に
入
門
し
て
医
学
を
修
め
ら
れ
、
そ
し
て
佐
藤
家
に
養

子
に
人
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
著
さ
れ
ま
し
た
『
水
戸
義
公
伝
』
の
中
で
、
「
つ
く
」
と
読
ま

れ
て
い
ま
す
こ
と
は
、
水
戸
で
の
読
み
方
、
い
わ
ば
水
戸
流
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
こ

と
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
の
で
す
。
「
麗
」
を
「
つ
く
」
と
読
む
こ
と
に
つ
い

て
、
『
大
漢
和
辞
典
』
（
諸
橋
轍
次
著
）
で
は
「
麗
、
な
お
著
の
ご
と
し
」
「
麗
、
附
な
り
」
と

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
忠
孝
と
日
月
の
存
在
を
対
比
し
て
、
な
お
強
調
し
て
の
表
現
の
読

み
方
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
「
強
弱
の
勢
を
幾
先
に
審
に
し
、
成
敗
の
機
を
呼
吸
に
決
す
」
と
い
う
語
句
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
楠
木
正
成
の
千
早
城
で
の
戦
術
・
戦
法
の
妙
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
り
ま
し
ょ
う

が
、
こ
の
語
句
は
、
今
日
、
石
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
千
早
城
は
大
阪
府
に
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
千
早
城
へ
の
上
り
口
の
両
側
に
、
つ
ま
り
左
右
に
、
大
き
な
石
柱
に
刻
ま
れ
て
い
る
の

で
す
。
今
日
、
千
早
城
の
跡
に
は
千
早
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
参
道
の
石
段
の
入

口
に
、
祭
神
で
も
あ
り
ま
す
楠
木
正
成
の
千
早
城
で
の
奮
戦
を
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し

て
、
刻
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
楠
木
正
成
の
武
勇
を
称
賛
す
る
語
句
に
、
「
忠
勇
節
烈
国
士
無
双
」
「
精
忠
日
を
貫

く
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
で
、
「
精
忠
日
を
貫
く
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
み
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
「
精
忠
」
と
い
う
語
句
は
、
中
国
に
お
き
ま
し
て
は
岳
飛
と
い
う
人
物
に
付

け
ら
れ
る
言
葉
で
す
。
「
精
忠
岳
飛
」
と
い
い
ま
す
。
岳
飛
は
、
宋
王
朝
が
北
の
異
民
族
の
国
家

で
あ
り
ま
す
金
の
侵
入
に
苦
し
み
、
南
京
に
移
っ
て
高
宗
が
即
位
す
る
と
南
宋
と
称
し
ま
し
た
。

岳
飛
は
、
そ
の
南
宋
の
高
宗
を
助
け
て
尽
力
致
し
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
高
宗
は
、
岳
飛
に
「
精



忠
岳
飛
」
の
四
字
を
親
書
し
た
旗
を
与
え
ま
し
て
、
岳
飛
は
し
ば
し
ば
金
の
兵
と
戦
い
こ
れ
を
破

り
ま
す
。
し
か
し
、
和
議
を
唱
え
る
秦
檜
と
い
う
者
が
い
て
、
こ
の
者
に
罪
せ
ら
れ
て
岳
飛
は
獄

に
投
じ
ら
れ
、
や
が
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
後
年
、
明
王
朝
の
時
代
に
な
る
と
岳
飛
に
対

す
る
顕
彰
が
盛
ん
に
な
り
、
岳
飛
の
墓
の
南
に
「
尽
忠
報
国
」
と
書
か
れ
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
た

と
い
い
ま
す
。
舜
水
は
こ
の
明
王
朝
の
末
期
に
生
ま
れ
ま
し
て
、
国
の
役
人
と
な
る
べ
く
努
力
を

致
し
ま
す
。
そ
し
て
、
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
そ
の
前
途
が
開
か
れ
よ
う
と
し

た
時
、
国
難
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
宋
王
朝
を
苦
し
め
た
時
と
同
じ
北
の
異
民
族
の
侵
入
に
悩
ま
さ

れ
ま
す
（
今
度
は
後
金
と
い
う
。
後
、
後
金
は
清
と
国
号
を
変
え
ま
す
）
。
そ
こ
で
、
舜
水
は
仕

官
の
道
を
断
念
し
、
明
王
朝
の
復
興
の
為
に
尽
力
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　
さ
て
、
舜
水
に
は
こ
の
岳
飛
を
顕
彰
し
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
岳
武
穆
像
讃
」
で
、

「
舜
水
先
生
文
集
」
で
は
、
こ
の
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
第
一
首
の
す
ぐ
前
に
載
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
書
き
出
し
は
、

鄂
侯
精
忠
日
を
貫
き
、
知
勇
絶
倫
、
武
に
し
て
黷
れ
ず
、
文
に
し
て
靡
か
ず
（
以
下
略
）

と
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
「
精
忠
日
を
貫
く
」
と
み
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
舜
水

は
、
岳
飛
に
相
当
す
る
人
物
と
し
て
、
楠
木
正
成
に
対
し
ま
し
て
こ
の
語
句
を
使
用
し
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
に
こ
の
第
一
首
の
文
章
に
つ
き
ま
し
て
、
文
字
の
違
い
が
多
少
あ
る
と
申
し
ま

し
た
が
、
内
容
が
大
き
く
違
う
と
い
う
程
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
件
は
省
略
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
で
は
、
次
に
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
う
ち
の
第
二
首
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

原
文
は
「
舜
水
先
生
文
集
」
よ
り
と
り
ま
し
た
。
で
は
、
読
み
下
し
文
で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

学
を
好
み
て
宏
論
、
仁
義
を
尚
び
、
人
才
を
務
む
、
真
に
国
家
の
柱
石
、
疆
場
の
干
城
、
宜

な
る
哉
、
熊
罷
の
夢
に
叶
ひ
、
惟
肖
の
求
に
応
ず
、
用
て
能
く
心
を
天
地
に
誓
ひ
、
立
ち
ど

こ
ろ
に
叛
逆
を
摧
く
、
之
を

（
も
っ
）
て
、
廟
堂
に
謀
謨
し
、
勝
を
樽
俎
に
制
す
、
豈
万

邦
憲
と
な
し
反
側
を
潜
消
せ
ざ
ら
ん
耶
、
寡
を

て
衆
を
制
し
、
奇
を
出
す
窮
り
無
し
、
戦

は
ず
し
て
人
を
屈
す
、
猶
一
節
な
り
、
賞
功
に
酬
い
ず
、
位
才
に
称
は
ず
、
女
寵
、
内
に
煽

ん
に
、
権
臣
朝
に
擅
ま
ま
に
し
て
、
大
将
能
く
功
を
外
に
立
つ
る
者
鮮
し
、
身
を

て
節
に

殉
ふ
、
純
臣
な
る
乎
、
敵
の
喜
ぶ
所
と
為
ら
ず
し
て
、
而
て
反
っ
て
惜
し
む
所
と
為
る
、
国

を
有
つ
者
、
盍
之
を
思
は
ざ
ら
ん
や

　
次
に
前
の
よ
う
に
多
少
の
語
句
に
つ
い
て
、
意
味
を
つ
け
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
疆
場
　
　
　
　
　
　
　
田
地
の
さ
か
い
、
国
の
さ
か
い
、
辺
境

　
　
　
　
　
干
城
　
　
　
　
　
　
　
主
君
の
た
て
と
な
り
、
城
と
な
り
、
外
を
防
ぎ
内
を
守
る

　
　
　
　
　
熊
羆
夢
に
入
る
　
　
　
男
子
を
生
む
こ
と
の
た
と
え



　
　
　
　
　
樽
俎
（
樽
俎
の
師
）
　
樽
俎
は
酒
た
る
と
肉
を
の
せ
る
台
、
宴
会
の
こ
と
。
樽
俎
の

間
に
謀
を
め
ぐ
ら
し
て
、
敵
を
破
る

　
　
　
　
　
女
寵
　
　
　
　
　
　
　
女
に
対
す
る
寵
愛

こ
の
文
章
を
読
み
ま
し
て
、
最
初
に
文
字
に
つ
い
て
、
一
つ
み
て
み
ま
す
。
そ
れ
は
「

」
の
字

で
す
。
こ
の
文
字
は
、
「
以
」
の
異
体
字
で
す
。
私
も
最
初
見
ま
し
た
時
は
困
り
ま
し
て
、
何
と

い
う
字
な
の
か
、
ま
た
辞
書
を
引
く
に
も
ど
う
引
い
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
大
変
悩
ん

だ
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
の
文
字
は
、
例
え
ば
異
体
字
に
関
す
る
辞
典
な
ど
を
見
れ
ば
出
て

い
る
の
で
す
が
、
異
体
字
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
文
字
に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
沢
山
出
て
参
り
ま

し
て
、
私
な
ど
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
わ
け
で
、
「

」
は
「
以
」
の
異

体
字
で
す
が
、
こ
こ
に
は
出
典
に
従
い
ま
し
て
、
そ
め
ま
ま
載
せ
ま
し
た
。
こ
の
「

」
の
字

は
、
「
舜
水
先
生
文
集
」
で
使
用
さ
れ
て
い
て
、
第
一
首
に
も
、
ま
た
「
補
正
行
像
賛
」
に
も
見

え
て
い
ま
す
。
第
三
言
に
は
、
こ
の
文
字
そ
の
も
の
の
使
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
「
楠
公

墓
碑
拓
本
」
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
に
は
「
以
」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
異
体
字
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
「
楠
公
父
子
決
別
区
賛
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
異
体
字
で
あ
り

ま
す
「

」
の
文
字
が
二
か
所
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
楠
公
父
子
決
別
区
賛
」
は
、
舜
水

の
自
筆
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
舜
水
は
「
以
」
の
字
に
つ
い
て
は
異
体
字
の
「

」
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
避
諱
と
い
い
ま
し
て
、
『
大
漢
和
辞
典
』
に

は
「
古
、
君
父
の
名
に
遇
え
ば
言
語
或
は
書
写
の
時
に
皆
避
け
た
」
と
あ
り
ま
し
て
、
特
定
の
人

名
に
つ
い
て
、
そ
の
文
字
を
変
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
舜
水
は
、
明
王
朝
の
一
族
の

魯
王
以
海
か
ら
仕
官
の
要
請
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
受
け
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
為

に
、
こ
の
「
以
」
の
文
字
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
か
え
て
異
体
字
の
「

」
を
使
用
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
「
舜
水
先
生
全
集
」
も
こ
れ
を
受
け
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
に
表
記
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
異
体
字
と
い
い
ま
す
と
何
も
こ
の
文
字
に
限
り
ま
せ
ん
。
他
に
も
沢
山
あ
る

の
で
す
が
、
一
寸
こ
の
文
字
に
つ
い
て
触
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
少
々
煩
わ
し
い
話
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
第
二
首
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
第
一
首
よ
り
は
文
章
の
視
模
が
小
さ
く
な
っ
て
い
ま

す
。
楠
木
正
成

が
、
幼
少
か
ら
学
問
を
好
ん
で
議
論
を
よ
く
し
た
こ
と
か
ら
、
人
物
像
、
千
早
城
で
の
奮
闘
、
建

武
の
中
興
の
成
立
か
ら
瓦
解
に
わ
た
り
、
簡
潔
に
し
か
も
あ
ま
り
詳
細
に
ま
で
は
入
り
込
ま
な
い

程
度
に
ま
と
め
て
い
る
感
じ
が
致
し
ま
す
。
ま
た
、
「
大
将
能
く
功
を
外
に
立
つ
る
者
鮮
し
」
の

語
句
は
、
第
一
首
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
ね
。

　
で
は
、
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
第
三
首
に
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
原
文
は
「
舜
水
先
生



文
集
」
に
あ
り
ま
す
が
、
読
み
下
し
文
を
御
覧
下
さ
い
。

桓
桓
た
る
廷
尉
、
維
れ
天
の
挺
生
、
精
忠
偉
略
、
智
仁
厳
明
、
帝
、
良
弼
を
賚
ふ
、
人
を
奪

ふ
に
聲
を
先
に
し
、
鷹
セ
ン
鳥
を
遂
ふ
、
名
立
ち
て
功
成
る
、
時
の
不
造
に
遭
い
、
狐
鼠
、

衡
を
争
う
、
公
を
治
め
逆
を
討
ち
、
拝
表
し
て
星
征
す
、
訐
謨
辰
に
告
ぐ
、
賊
平
ぐ
る
に
足

ら
ず
、
廟
算
掣
肘
、
血
戦
コ
ウ
コ
ウ
、
矢
窮
ま
り
て
兵
盡
く
、
気
は
鯢
鯨
を
呑
む
も
、
二
た

び
難
計
を
決
し
、
国
に
殉
じ
生
は
軽
し
、
双
国
士
有
り
、
一
姓
の
韓
彭
た
り
、
信
勇
戦
烈
、

白
雲
英
英

　
ま
た
、
前
の
よ
う
に
語
句
に
つ
い
て
の
意
味
も
御
覧
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
桓
桓
　
　
　
　
　
　
つ
よ
い
さ
ま
、
武
勇
の
さ
ま

　
　
　
　
　
廷
尉
　
　
　
　
　
　
秦
漢
時
代
の
刑
罰
の
事
に
あ
た
っ
た
官
名
、
日
本
で
は
検
非
違

使
の
佐
の
唐
風
名

　
　
　
　
　
良
弼
　
　
　
　
　
　
良
い
補
佐
の
臣

　
　
　
　
　
拝
表
　
　
　
　
　
　
君
主
又
は
官
符
に
表
を
上
る
こ
と
、
上
表

　
　
　
　
　
訐
謨
　
　
　
　
　
　
大
き
な
は
か
り
ご
と

　
　
　
　
　
掣
肘
　
　
　
　
　
　
人
の
ひ
じ
を
引
い
て
、
自
由
に
さ
せ
な
い
。
人
の
こ
と
に
干
渉

し
て
、
妨
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
コ
ウ
コ
ウ
　
　
　
　
鐘
・
鼓
の
お
と

　
　
　
　
　
鯢
鯨
　
　
　
　
　
　
鯢
は
め
す
く
じ
ら
、
鯨
は
お
す
く
じ
ら
。
共
に
多
く
の
小
魚
を

食
う
の
で
、
弱
小
国
を
併
呑
す
る
不
義
の
人
、
悪
人
の
首
領
に

た
と
え
る

　
　
　
　
　
韓
彭
　
　
　
　
　
　
韓
は
韓
信
の
こ
と
で
、
漢
の
高
祖
の
臣
で
粛
何
・
張
良
と
と
も

に
三
傑
と
称
さ
れ
、
攻
城
野
戦
に
功
あ
り
。
彭
は
彭
越
の
こ
と

で
、
は
じ
め
項
羽
に
仕
え
、
の
ち
漢
の
高
祖
に
仕
え
て
魏
を
収

め
、
楚
を
滅
ぼ
し
て
梁
王
に
封
じ
ら
れ
た

　
こ
の
第
三
首
は
、
前
の
第
二
首
よ
り
、
字
数
に
し
ま
す
と
更
に
小
規
模
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

内
容
に
つ
い
て
も
、
第
二
首
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
簡
潔
・
簡
略
に
述
べ
て
い

る
感
じ
が
致
し
ま
す
。
楠
木
正
成
に
つ
い
て
、
「
維
れ
天
の
挺
生
」
と
い
い
ま
し
て
、
正
成
の
資

質
を
天
性
の
抜
き
ん
で
た
も
の
、
と
記
し
、
そ
し
て
、
「
精
肘
偉
略
、
智
仁
厳
明
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
「
鷹
（
た
か
）
隼
（
は
や
ぶ
さ
）
鳥
を
遂
ふ
」
と
か
「
気
は
鯢
（
め

す
く
じ
ら
）
鯨
（
お
す
く
じ
ら
）
を
呑
む
」
な
ど
、
比
喩
が
特
徴
的
で
す
。
ま
た
、
「
双
国
士
有

り
、
一
姓
の
韓
彭
た
り
」
と
あ
り
ま
す
。
二
人
の
国
士
を
中
國
の
韓
信
と
彭
越
と
に
な
ぞ
ら
え
て

い
ま
す
が
、
双
国
士
と
は
正
成
と
正
行
で
し
ょ
う
か
。
父
子
（
一
族
）
で
す
の
で
、
一
姓
と
し
た

の
で
す
ね
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
信
勇
戦
烈
、
白
雲
英
英
」
と
あ
り
ま
し
て
、
楠
公
の
遺
徳
を
余



韻
的
に
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
最
後
を
ま
と
め
て
い
ま
す
の
は
、
こ
の
第
三
首
の
特
徴
で

す
ね
。

　
以
上
、
朱
舜
水
の
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
に
つ
き
ま
し
て
、
大
変
粗
雑
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
は
次
に
、
こ
の
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
成
立

に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

　
最
初
は
「
三
忠
伝
」
（
柳
川
藩
の
儒
者
安
東
省
菴
著
、
出
版
は
貞
享
元
年
、
一
六
八
四
、
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
本
）
で
す
。
著
者
の
安
東
省
菴
（
名
は
守
約
）
に
つ
い
て
少
し
申
し
あ
げ
ま
す

と
、
九
州
は
柳
川
藩
の
儒
学
者
で
、
舜
水
が
長
崎
に
来
る
と
、
舜
水
に
師
事
を
し
ま
す
。
「
行

実
」
（
「
舜
水
先
生
文
集
」
所
収
）
に
よ
り
ま
す
と
、
己
亥
の
年
（
万
治
二
年
、
一
六
五
丸
）
に

来
日
し
た
舜
水
に
省
菴
は
師
事
を
し
、
そ
し
て
日
本
居
留
を
勧
め
る
と
舜
水
は
こ
れ
に
同
意
を
し

た
。
そ
の
後
は
舜
水
の
日
本
居
留
の
為
に
、
省
菴
は
同
志
と
と
も
に
長
崎
奉
行
な
ど
に
出
向
い
て

許
可
を
求
め
、
そ
の
実
現
に
尽
力
を
し
た
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
省
菴
は
、
何
か
と
不
自
由
な

舜
水
の
生
活
の
為
に
自
分
の
奉
禄
の
半
分
の
四
十
石
を
与
え
（
「
孫
男
毓
仁
に
与
ふ
る
書
」
、

「
舜
水
先
生
文
集
」
所
収
）
、
ま
た
長
崎
の
大
火
の
際
に
は
、
自
分
の
妹
が
重
病
で
危
篤
で
あ
っ

た
に
も
拘
ら
ず
、
長
崎
に
駆
け
つ
け
て
新
居
を
建
て
ま
し
て
、
舜
水
を
養
う
こ
と
は
自
分
の
任
で

あ
り
、
そ
れ
は
衆
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
「
安
東
守
約
に
与
ふ
る
十
一
首
」
・
「
行

実
」
、
「
舜
水
先
生
文
集
」
所
収
）
と
言
っ
た
、
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
省
菴
の
舜

水
に
対
す
る
姿
勢
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
て
「
三
忠
伝
」
で
す
が
、
安
東
省
菴
に
は
実
に
膨
大
と
も
い
う
べ
き
数
多
く
の
著
述
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
中
の
代
表
的
な
一
書
で
す
。
内
客
は
、
平
重
盛
・
藤
原
藤
房
・
楠
正
成
（
付
正

行
）
に
関
す
る
伝
記
的
文
章
で
、
省
菴
の
「
三
忠
伝
」
の
序
文
に
は
、
こ
の
三
人
を
「
本
邦
の
三

仁
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
三
忠
伝
」
の
序
文
を
御
覧
下
さ
い
。

朱
老
師
（
老
師
名
は
之
瑜
、
字
は
魯
與
、
舜
水
先
生
と
号
す
）
長
崎
に
在
り
て
友
人
の
楠
公

父
子
画
像
賛
を
求
む
る
者
有
り
、
乃
ち
伝
を
作
り
て
覧
に
呈
す
る
こ
と
今
に
二
十
有
三
年
、

羅
山
先
生
伝
を
立
つ
る
自
り
彼
の
時
に
至
る
五
十
有
七
年
、
不
幸
に
し
て
見
る
こ
と
を
得

ず
、
去
年
こ
れ
を

書
者
に
得
る
、
又
村
田
自
新
氏
の
伝
を
得
る
も
、
猶
こ
れ
を
見
る
こ
と

の
晩
き
を
恨
む
が
ご
と
し
、
藤
伝
及
び
賛
の
ご
と
き
は
、
先
生
の
撰
に
従
い
て
一
字
も
換
え

ず

　
こ
こ
に
は
、
舜
水
が
楠
公
賛
文
を
書
く
に
至
る
事
情
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
長
崎
に

い
る
舜
水
に
対
し
て
、
あ
る
人
が
楠
公
父
子
画
像
の
賛
文
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
要
求
し
て
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
省
菴
は
、
舜
水
の
為
に
楠
公
の
伝
記
を
書
き
、
そ
し
て
舜
水
に
見
せ
ま
し
た
。
そ

の
時
か
ら
今
に
至
る
こ
と
、
二
十
有
三
年
で
あ
り
ま
す
、
と
こ
う
い
う
の
で
す
。
「
三
忠
伝
」
の



出
版
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
で
す
が
、
省
菴
の
こ
の
序
文
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の

六
月
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
年
、
天
和
三
年
よ
り
二
十
三
年
さ
か
の
ぼ
り
ま
す

と
、
万
治
三
年
（
一
六
六
○
）
と
な
り
ま
す
。
、
こ
の
年
は
、
前
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
舜

水
が
長
崎
居
留
を
決
め
た
年
、
万
治
二
年
の
翌
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
楠
公
父
子
画
像
の

賛
文
の
依
頼
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
省
菴
が
伝
記
を
書
き
ま
し
た
。
そ

の
時
は
、
林
羅
山
の
楠
公
に
関
す
る
著
書
（
「
楠
正
成
伝
」
あ
り
）
も
、
ま
た
、
村
田
自
新
の
同

様
の
著
書
（
「
楠
河
州
伝
」
あ
り
）
も
事
情
が
あ
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し

て
、
舜
水
の
賛
文
が
出
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
「
三
忠
伝
」
が
載
せ
て
い

ま
す
楠
公
賛
文
は
、
「
学
を
好
み
て
宏
論
、
仁
義
を
尚
び
、
人
才
を
務
む
」
と
始
る
、
第
二
首
の

賛
文
で
す
。
そ
れ
と
、
図
版
で
見
ま
し
た
「
舜
水
先
生
文
集
」
所
収
の
「
楠
正
行
像
賛
」
の
文
章

で
す
。
先
程
の
序
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
楠
公
父
子
画
像
の
賛
文
で
す
の
で
、
正
成
と
正
行
と

の
賛
文
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
時
期
的
に
は
、
依
頼
の
あ
り
ま
し
た
万
治
三
年
か
、

そ
の
後
、
あ
ま
り
間
も
な
い
頃
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
省
菴
が
自
ら
書
い
た
こ
の
「
三
忠
伝
」
の
序
文
が
成
っ
た
天
和
三
年
六
月
は
、
舜

水
が
亡
く
な
っ
た
天
和
二
年
四
月
十
七
日
の
翌
年
に
な
り
ま
す
。
省
菴
は
、
往
時
を
偲
ん
で
、
懐

旧
の
念
し
き
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
程
の
序
文
に
は
続
け
て
、
「
於
乎
、
楠
公
が

中
国
の
大
儒
の
賛
を
得
た
る
は
誠
に
千
載
の
奇
事
な
り
。
登
時
、
平
藤
二
公
の
伝
を
撰
す
る
に
及

ば
ず
。
老
師
の
賛
を
欠
く
。
是
れ
独
り
某
の
憾
み
有
る
の
み
な
ら
ず
そ
も
そ
も
二
公
の
不
幸
な

り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
中
国
の
大
儒
の
賛
文
と
し
て
、
平
重
盛
と
藤
原
藤
房
の
賛
文
も
欲
し

か
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
そ
の
当
時
、
省
菴
の
両
者
の
伝
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
為
に
、
舜
水

の
賛
文
が
出
来
ず
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は
も
う
遅
い
、
と
そ
の
無
念
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
そ
の
次
の
史
料
を
御
覧
下
さ
い
。
次
は
、
加
賀
前
田
家
の
「
楠
公
父
子
訣
別
の
図
」
の

賛
文
で
す
。
こ
の
賛
文
の
終
り
の
部
分
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
歳
在
庚
戌
冬
至

　
　
　
　
　
後
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
明
舜
水
朱
之
瑜
題

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
舜
水
が
こ
の
賛
文
を
書
い
た
年
月
を
記
し
て
い
ま
す
。
庚
戌
の
年
は
、

寛
文
十
年
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
年
の
冬
至
に
あ
た
る
月
日
を
暦
で
探
し
て
み
ま
す
と
、

十
一
月
十
一
日
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
十
日
は
、
十
一
月
二
十
一
日
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

が
、
こ
の
「
楠
公
父
子
訣
別
の
図
」
の
賛
文
が
書
か
れ
た
年
月
と
い
う
こ
と
で
す
。
義
公
光
圀
が

舜
水
を
江
戸
に
招
く
の
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
で
す
の
で
、
た
だ
今
の
寛
文
十
年
は
、
そ
の

五
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
そ
の
賛
文
が
、
書
か
れ
る
に
至
り
ま
す
史
料
を
御
覧

下
さ
い
。
こ
れ
は
、
「
木
下
貞
幹
に
答
ふ
る
書
四
首
」
（
「
舜
水
先
生
文
集
」
所
収
）
の
一
部
分



で
す
。正

成
楠
公
伝
、
聞
く
な
ら
く
忽
冗
を
以
て
末
だ
構
え
ず
、
今
已
に
剛
伯
を
促
し
て
其
事
実
戦

功
を
累
す
る
に
、
必
ず
し
も
伝
を
作
ら
ざ
る
な
り
、
一
た
び
到
ら
ば
即
ち
当
に
賛
に
題
し
て

奉
上
す
べ
し
、
幸
い
に
惟
れ
此
の
意
を
以
て
貴
國
君
に
達
し
懇
と
為
す

　
こ
れ
は
、
舜
水
が
木
下
貞
幹
（
号
は
順
庵
・
錦
里
）
に
写
え
た
書
簡
の
一
節
で
す
。
貞
幹
は
儒

学
者
で
、
加
賀
藩
の
三
代
藩
主
前
田
利
常
の
招
き
に
よ
り
加
賀
藩
に
仕
え
ま
す
。
ま
た
、
五
代
藩

主
の
綱
紀
（
藩
主
の
期
間
は
正
保
二
年
、
一
六
四
五
か
ら
享
保
八
年
、
一
七
二
三
ま
で
）
に
も
仕

え
ま
す
。
そ
し
て
、
次
に
出
て
き
ま
す
室
鳩
巣
な
ど
、
多
く
の
儒
学
者
を
育
て
た
こ
と
で
も
よ
く

知
ら
れ
た
人
物
で
す
。
ま
た
、
貞
幹
は
舜
水
と
も
交
遊
が
あ
り
ま
し
て
、
「
舜
水
先
生
文
集
」
に

は
多
く
の
関
係
書
簡
な
ど
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
楠
公
伝
の
こ
と
が
み
え
て
お
り
ま
す
。
忽

冗
は
に
わ
か
に
、
い
そ
が
し
い
、
お
ろ
そ
か
に
す
る
、
わ
ず
ら
わ
し
い
、
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま

す
が
、
楠
公
伝
に
つ
い
て
は
、
舜
水
の
そ
う
い
う
事
情
で
、
ま
だ
出
来
て
お
り
ま
せ
ん
。
五
十
川

剛
伯
（
加
賀
藩
の
儒
者
で
舜
水
に
師
事
を
す
る
）
に
関
係
す
る
資
料
を
収
集
さ
せ
て
い
ま
す
。
必

ず
し
も
楠
公
伝
が
成
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
が
、
出
来
ま
し
た
ら
お
届
し
ま
す
。
そ
う
い
う
私
の

真
意
を
お
殿
様
に
お
伝
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

す
。
こ
こ
に
は
、
舜
水
の
そ
の
当
時
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
程
の
「
楠

公
父
子
訣
別
の
図
」
の
賛
文
の
年
月
が
寛
文
十
年
と
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
文
章
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
寛
文
五
年
か
ら
寛
文
十
年
ま
で
の
事
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
、
第
三
首
の
成
立
が
知
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
次
の
史
料
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
は
、
「
楠
正
成
像
賛
の
奥
村
浚
明
に
代
り
て
跋
す
」

（
室
鳩
巣
著
、
「
補
遺
鳩
巣
先
生
文
集
」
巻
六
所
収
）
と
あ
る
も
の
で
す
。

本
朝
名
将
を
論
ず
る
も
の
、
楠
判
官
を
以
て
最
と
為
す
、
そ
の
奇
策
・
偉
勲
の
迹
、
図
す
べ

き
も
の
多
し
、
こ
れ
よ
り
先
、
本
藩
令
、
参
議
（
綱
紀
）
、
狩
野
某
に
命
じ
て
、
桜
井
、
子

を
誡
む
る
像
を
画
か
し
め
、
且
つ
帰
化
人
舜
水
先
生
朱
子
瑜
に
請
ひ
、
こ
れ
が
賛
を
為
さ
し

む
、
そ
の
後
、
常
山
侯
故
黄
門
公
、
碑
を
湊
川
に
立
て
、
以
て
判
官
の
墓
を
表
は
し
、
ま
た

そ
の
賛
を
取
っ
て
こ
れ
を
碑
背
に
刻
せ
り
、
蓋
し
そ
の
文
、
後
世
を
照
示
す
る
に
足
る
べ
き

な
り

　
こ
れ
は
、
室
鳩
巣
の
文
章
で
す
。
室
鳩
巣
は
、
先
程
の
木
下
貞
幹
の
門
人
で
、
加
賀
藩
に
は
寛

文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
出
仕
し
た
と
い
い
ま
す
。
史
料
の
題
に
あ
り
ま
す
奥
村
浚
明
は
、
加

賀
藩
の
家
臣
で
、
父
の
庸
礼
と
も
ど
も
加
賀
藩
の
家
老
を
つ
と
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
と
も
に
舜

水
に
師
事
も
し
て
い
ま
す
。
「
舜
水
先
生
文
集
」
に
は
、
舜
水
か
ら
庸
礼
へ
あ
て
た
多
く
の
書
簡

が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
史
料
は
、
「
楠
正
成
像
賛
」
の
跋
文
を
、
室
鳩
巣
が
奥
村
浚
明

に
か
わ
っ
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
楠
木
正
成
の
武
将
と
し
て
の
偉



大
さ
を
い
い
、
ま
た
、
「
楠
公
父
子
訣
別
の
図
」
の
成
立
の
由
来
を
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

前
田
綱
紀
が
狩
野
探
幽
に
画
を
か
か
せ
、
舜
水
に
そ
の
賛
文
を
依
頼
し
て
作
成
さ
せ
、
さ
ら
に
、

義
公
光
圀
が
湊
川
に
楠
公
の
墓
石
を
建
て
る
と
、
そ
の
碑
陰
に
こ
の
賛
文
を
刻
ん
だ
こ
と
、
な
ど

を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
義
公
光
圀
に
よ
り
ま
す
湊
川
の
楠
公
墓
碑
の
建
立
は
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二)
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
室
鳩
巣
の
文
章
は
こ
の
間
の
経
緯
を
述
べ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
成
立
に
っ
い
て
、
み
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
と
め
て
み

ま
す
と
、
時
期
的
に
早
く
出
来
ま
し
た
の
は
第
二
首
で
、
舜
水
の
長
崎
時
代
の
、
万
治
三
年
こ
ろ

の
成
立
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
参
考
史
料
は
、
安
東
省
菴
が
作
成
し
た
楠
公
伝
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
時
の
賛
文
は
、
省
菴
の
「
三
忠
伝
」
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
首
に
つ
い
て
は
、
加
賀
藩

主
の
前
田
綱
紀
の
要
請
で
書
か
れ
ま
し
て
、
そ
の
参
考
史
料
は
五
十
川
剛
伯
が
収
集
し
て
提
供
し

ま
し
た
。
そ
う
し
て
成
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
軸
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
に
寛
文
十
年
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
第
三
首
の
成
立
が
よ
く
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
第
三
首
の
出
典
は
「
舜
水
先
生
全
集
」
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
す
。
こ
の
第
三
首
が
、
「
舜
水
先
生
全
集
」
に
収
録
さ
れ
る
に
つ
い
て
の
事
情
や
、
そ
の
元

本
な
ど
が
分
り
ま
す
と
、
明
確
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
に
つ
い

て
、
三
つ
の
文
章
を
み
て
み
ま
す
と
、
第
一
首
の
文
章
は
規
模
が
雄
大
で
、
格
調
も
高
く
、
楠
木

正
成
の
面
目
を
よ
く
著
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
第
二
首
・
第
三
首
を
み
ま
す
と
、

規
模
に
し
ま
し
て
も
内
容
か
ら
し
ま
し
て
も
、
少
々
勢
が
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
文

章
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
成
立
の
順
序

は
、
第
二
首
が
最
初
で
、
第
一
首
は
約
十
年
後
に
出
来
た
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
第
三

首
は
、
第
二
首
よ
り
早
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
第
一
首
よ
り
遅
い
と
は
思
わ
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
し
ま
す
と
、
第
三
首
は
、
第
二
首
と
第
一
首
と
の
間
に
出
来
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
私
な
ど
、
何
か
見
落
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
こ
の

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
た
な
史
料
を
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
成
立
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
参
考
史
料
と
の
関
係
を
少
し
み

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
程
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
参
考
史
料
と
し
ま
し
た
の
は
、
早
い
こ

ろ
は
安
東
省
菴
の
「
三
忠
伝
」
、
後
に
は
林
羅
山
の
「
楠
正
成
伝
」
、
村
田
自
新
の
「
楠
河
州

伝
」
、
そ
の
他
「
太
平
記
」
「
太
平
記
評
判
」
「
楠
木
合
戦
注
文
」
な
ど
数
多
く
な
っ
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
舜
水
自
身
の
楠
公
へ
の
理
解
も
進
展
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
、
安
東
省
菴
の
「
三
忠
伝
」
の
中
か
ら
、
「
楠
正
成
像
賛
三
首
」
の
文
章
と
関

係
の
あ
り
そ
う
な
部
分
を
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
正
成
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、

母
志
貴
の
神
に
祷
る
。
夢
み
ら
く
、
武
人
金
色
の
甲
を
択
い
て
口
中
に
入
る
と
。
因
り
て
身



む
こ
と
あ
り
。
生
れ
て
岐
嶷
、
学
を
好
み
て
譚
論
を
善
く
す
。
（
中
略
）
長
ず
る
に
及
び
て

民
を
撫
す
る
に
仁
を
以
て
し
、
士
を
は
げ
ま
す
に
義
を
以
て
す
。
人
皆
こ
れ
が
用
を
為
す
こ

と
を
楽
し
む
。
戦
ふ
毎
に
功
を
樹
つ
。
世
称
し
て
日
本
無
双
と
い
ふ
。

と
あ
り
、
笠
置
山
の
後
醍
醐
天
皇
の
も
と
に
ま
い
り
ま
す
と
、
帝
喜
び
て
以
て
天
朕
に
良
将
を
授

く
る
な
り
と
為
し
、
（
中
略
）
公
対
へ
て
曰
く
、
陛
下
、
仁
義
を
尚
と
び
人
才
を
務
め
な
ば
中
興

期
す
可
し
。

と
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
の
赤
坂
城
、
千
早
城
で
の
奮
戦
や
建
武
の
中
興
の
政
治
な
ど
は
省
略
し
ま

し
て
、
そ
の
後
に
な
り
ま
す
。

古
よ
り
未
だ
権
臣
内
に
在
っ
て
大
将
能
く
功
を
外
に
立
つ
る
者
は
有
ら
ず
。
此
の
行
た
だ
一

死
あ
る
の
み
と
、
（
中
略
）
桜
井
の
駅
に
到
る
と
き
に
、
長
子
正
行
を
召
し
こ
れ
に
教
へ
て

曰
く
、
我
力
を
王
室
に
竭
く
す
こ
と
久
し
、
然
れ
ど
も
准
后
内
に
讒
し
清
忠
外
に
間
つ
。
我

死
せ
ば
天
下
は
そ
れ
尊
氏
な
ら
ん
か
。
汝
、
志
を
つ
く
し
思
を
つ
く
し
て
二
心
あ
る
こ
と
な

か
れ
と
。

ま
た
、
正
成
の
人
物
を
評
し
て
、

吾
が
國
に
武
将
有
り
て
よ
り
以
来
、
未
だ
公
の
ご
と
き
有
ら
ざ
り
し
な
り
。

と
記
し
て
い
ま
す
。
「
三
忠
伝
」
は
大
き
な
文
章
な
の
で
す
が
、
舜
水
が
参
考
と
し
ま
し
た
、
資

料
の
一
端
を
あ
げ
ざ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
関
連
の
様
子
な
ど
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
た
次
第
で
す
。

　
さ
て
、
時
間
も
大
分
過
ぎ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
は
最
後
に
、
付
け
足
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
、
先
人
の
楠
子
論
と
し
ま
し
て
、
藤
田
東
湖
先
生
と
真
木
和
泉
守
（
名
は
保
臣
）
の
遺
文

を
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
二
人
と
も
湊
川
の
楠
公
墓
石
碑
文
な
ど
で
、
朱
舜
水
の
楠
公
顕

彰
文
は
御
承
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
藤
田
東
湖
先
生
に
つ
い
て
は
、
皆
様
方
よ
く
御
承
知
と

思
い
ま
す
が
、
真
木
和
泉
守
は
、
九
州
は
久
留
米
の
水
天
宮
の
神
官
で
、
水
戸
に
も
遊
学
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
尊
王
・
討
幕
運
動
に
挺
身
し
京
都
で
禁
門
の
変
に
加
わ
り
、
敗
北
し
ま
す
と
天
王

山
で
自
刃
を
し
て
果
て
た
の
で
し
た
。
そ
の
和
泉
守
は
、
湊
川
の
楠
公
墓
碑
に
参
拝
し
ま
し
て
、

大
変
感
動
し
ま
し
た
者
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
楠
公
崇
拝
の
念
が
あ
つ
く
、
毎
年
楠
公
の
命
日
で

あ
り
ま
す
五
月
二
十
五
日
に
は
楠
公
を
お
祭
り
す
る
楠
公
祭
を
斎
行
し
、
今
楠
公
と
称
さ
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
最
初
に
藤
田
東
湖
先
生
の
文
章
で
す
。
「
新
定
東
湖
全
集
』
（
菊
池
謙
一
郎
著
）
を
み

ま
す
ど
、
楠
木
正
成
顕
彰
に
関
す
る
文
章
と
し
て
は
「
楠
公
画
像
に
題
す
」
な
ど
他
に
も
見
え
ま

す
が
、
こ
こ
に
は
こ
の
「
楠
公
を
弔
う
文
」
の
一
文
を
掲
げ
ま
し
た
。
御
覧
下
さ
い
。

彪
嘗
竊
楠
夫
子
の
風
を
欽
慕
し
、
今
茲
天
保
癸
巳
、
五
月
廿
五
日
、
夫
子
忌
辰
の
為
に
、
因

り
て
其
伝
を
取
り
こ
れ
を
読
む
、
感
慨
已
ま
ず
、
乃
敢
え
て
文
を
為
し
、
こ
れ
を
弔
う
、
そ



の
辞
に
曰
く
、
嗚
呼
公
の
忠
精
義
気
、
天
地
に
亘
り
て
虧
け
る
な
く
、
日
星
と
并
び
て
堕
ち

る
莫
し
、
而
う
し
て
其
神
骨
風
姿
、
世
見
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
者
、
実
に
茲
に
五
百

年
、
偶
然
公
の
伝
を
読
み
て
、
人
を
し
て
歔
欷
せ
し
む
、
況
星
雷
の
推
移
、
其
年
月
日
時
に

会
し
て
、
苟
も
人
心
有
り
て
、
執
か
能
く
巻
を
掩
い
て
大
悲
せ
ざ
ら
ん
、
大
日
の
二
つ
無

く
、
華
夷
の
同
知
す
る
所
、
逆
賊
跋
扈
、
神
人
帰
せ
ざ
る
所
、
忽
に
し
て
ま
さ
に
夢
寐
に
兆

す
べ
し
、
金
剛
峰
に
崛
起
し
、
孤
城
に
據
り
、
重
圍
を
受
け
、
節
苦
し
み
志
愈
貞
に
、
勢
窮

ま
り
て
策
益
々
奇
な
り
、
大
厦
棟
梁
を
失
し
、
僅
か
に
南
木
枝
を
繋
ぐ
、
逆
賊
肝
膽
を
寒
う

し
、
獨
り
菊
水
の
旗
有
り
、
大
陽
既
に
沈
み
挂
け
、
神
器
ま
さ
に
欹
と
す
べ
き
を
正
す
、
撥

乱
反
正
、
復
た
四
海
の
一
た
び
帰
を
観
る
、
先
駆
し
て
京
に
入
る
、
真
に
千
載
に
し
て
一

時
、
奈
何
武
臣
又
傲
に
し
て
、
加
之
姦
人
媚
を
献
じ
、
乗
輿
播
遷
し
又
馳
せ
る
、
誓
い
て
仇

讐
を
殄
滅
せ
ん
と
欲
す
、
奈
廟
謨
の
多
岐
、
死
し
て
後
已
む
、
時
事
の
日
に
非
な
り
を
覚

え
、
涕
を
揮
い
て
子
に
訣
れ
、
遣
恨
は
湊
水
の
ほ
と
り
に
あ
り
、
笑
を
含
み
て
地
に
入
る
、

英
魂
は
猶
芳
山
の
獻
を
繞
る
ご
と
し
、
児
孫
は
節
に
殉
じ
、
皇
運
は
危
き
に
存
す
、
上
天
常

を
扶
け
、
下
民
彝
を
立
つ
、
既
に
当
時
の
義
を
唱
え
、
又
百
世
の
師
と
為
る
、
余
復
何
ぞ
悲

ま
ん
、
忠
魂
髣
髴
と
し
て
、
此
巵
を
享
け
、
斯
辞
を
聴
け
よ

　
天
保
癸
巳
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
で
す
。
こ
の
文
章
は
、
こ
の
年
の
楠
公
祭
に
お
け
る
祭

文
で
す
。
こ
の
中
で
、
楠
木
正
成
の
人
と
な
り
、
ま
た
、
千
早
城
で
の
奮
闘
な
ど
述
べ
て
い
ま

す
。
難
解
な
語
句
が
多
い
で
す
が
、
概
要
は
お
わ
か
り
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
東

湖
先
生
の
文
章
で
す
。
で
は
、
も
う
一
つ
、
真
木
和
泉
守
の
「
楠
子
論
」
（
『
真
木
和
泉
守
遺

文
』
所
収
）
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
の
文
章
は
大
分
長
い
の
で
す
が
、
敢
え
て
掲
げ
ま
し
た
。

あ
ヽ
、
楠
子
の
忠
義
、
け
だ
し
天
下
一
人
な
り
。
孤
城
を
以
て
二
十
万
の
兵
を
破
り
、
以
て

勤
王
の
倡
を
為
し
、
寡
軍
を
以
て
二
十
倍
の
衆
を
挫
き
、
以
て
臣
た
る
の
節
を
竭
せ
る
は
、

則
ち
與
ら
ず
。
言
聴
か
れ
ざ
る
に
及
ん
で
、
児
を
呼
ん
で
後
事
を
託
す
。
そ
の
意
に
謂
へ
ら

く
、
訣
別
の
言
は
、
こ
れ
を
路
人
に
施
す
も
、
ま
た
能
く
肝
に
銘
ず
。
児
稚
少
な
り
と
い
へ

ど
も
、
必
ず
こ
れ
を
記
せ
ん
。
而
う
し
て
我
が
志
必
ず
徹
ら
ん
。
我
れ
死
す
る
の
後
は
、
天

下
の
事
知
る
べ
き
な
り
。
而
う
し
て
足
利
二
兇
の
志
、
実
に
測
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ば
則
ち

天
祖
の
基
業
、
天
壊
と
与
に
窮
ま
り
な
き
も
の
、
一
旦
に
し
て
墜
ち
ん
。
こ
れ
実
に
悲
し
む

べ
し
。
我
れ
既
に
こ
れ
を
以
て
こ
こ
に
死
し
、
子
も
ま
た
こ
れ
を
以
て
こ
こ
に
死
し
、
孫
も

ま
た
こ
れ
を
以
て
こ
こ
に
死
し
、
兄
弟
叔
姪
も
ま
た
こ
こ
に
死
し
、
而
し
て
挙
族
孑
遺
な
く

ん
ば
、
則
彼
の
二
兇
の
心
、
ま
た
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
而
う
し
て
必
ず
皇
統
の
継

が
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
。
皇
統
の
継
ぎ
た
ま
ふ
有
れ
ば
、
則
ち
我
が
志
の
成
れ
る
な

り
。
而
う
し
て
目
始
め
て
瞑
す
る
を
得
ん
の
み
、
と
。
芳
野
に
行
在
し
た
ま
ふ
や
、
そ
の
近

く
に
し
て
こ
れ
に
藩
た
る
も
の
は
、
則
ち
楠
氏
な
り
。
而
う
し
て
子
あ
り
、
孫
あ
り
、
或
い



は
来
犯
を
討
ち
、
或
い
は
京
師
を
取
り
、
神
器
を
し
て
賊
手
に
汚
さ
れ
ず
し
て
こ
こ
に
安
ん

ぜ
し
む
る
も
の
、
四
世
な
り
。
そ
の
子
孫
た
る
者
、
且
つ
こ
れ
を
能
く
す
。
若
し
楠
子
を
し

て
兵
庫
に
死
せ
ず
し
て
芳
野
を
衛
ら
し
め
ば
、
則
ち
そ
の
京
師
を
復
し
て
天
下
復
た
王
政
に

帰
せ
ん
こ
と
、
期
す
べ
き
な
り
。
而
う
し
て
楠
子
の
こ
れ
を
為
さ
ざ
る
も
の
は
、
何
ぞ
や
。

そ
れ
天
命
の
去
就
は
、
固
よ
り
人
力
の
為
す
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な
り
。
元
弘
の
初
め
、
天
こ

れ
に
就
き
、
而
う
し
て
復
た
こ
れ
を
去
れ
り
。
一
た
び
こ
れ
を
去
り
て
、
而
う
し
て
ま
た
収

む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
楠
子
こ
れ
を
知
る
。
す
な
は
ち
以
為
へ
ら
く
、
皇
統
継
ぎ
た
ま
ふ
あ

れ
ば
、
則
ち
足
れ
り
と
。
然
れ
ど
も
、
こ
れ
は
そ
の
一
世
の
能
く
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な

り
。
而
う
し
て
そ
の
い
ま
だ
死
す
べ
が
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
死
す
れ
ば
、
則
ち
子
孫
た
る
者
、

感
奮
・
激
励
、
そ
の
鬱
結
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
以
て
、
必
ず
こ
こ
に
泄
さ
ん
。
か
く
の
加

く
に
し
て
、
然
る
後
に
始
め
て
そ
の
志
の
成
る
を
得
ん
な
り
。
而
う
し
て
子
あ
り
、
孫
あ

り
、
進
ん
で
討
ち
退
い
て
衛
り
、
数
年
を
歴
て
替
ら
ず
。
皆
こ
こ
に
死
し
、
而
う
し
て
南
北

の
一
統
に
及
ん
で
已
め
り
。
則
ち
一
楠
氏
の
世
に
遺
る
者
な
き
な
り
。
大
義
親
を
滅
す
る
、

人
既
に
こ
れ
を
難
し
と
す
。
而
う
し
て
楠
氏
の
親
を
滅
す
る
、
一
世
に
非
ず
、
ま
た
十
数
人

に
非
ず
。
子
孫
能
く
そ
の
志
を
成
す
こ
と
、
果
し
て
そ
の
慮
る
と
こ
ろ
の
如
し
。
至
誠
天
を

貫
く
者
に
非
ざ
る
よ
り
ん
ば
、
い
づ
く
ん
ぞ
か
く
の
如
く
久
し
う
し
て
い
ょ
い
ょ
盛
ん
な
る

を
得
ん
や
。
源
頼
朝
の
覇
を
開
く
、
朝
廷
の
権
や
う
や
く
失
は
れ
、
北
条
氏
継
い
で
そ
の
権

を
攘
み
、
而
う
し
て
天
下
の
人
心
岐
れ
た
り
。
足
利
氏
の
反
す
る
や
、
朝
廷
馭
を
失
し
た
ま

ふ
の
由
る
と
こ
ろ
を
察
し
、
た
だ
利
以
て
英
雄
の
心
を
攬
り
、
而
う
し
て
天
下
の
人
心
渙
れ

り
。
人
心
の
渙
れ
る
、
そ
の
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
、
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
。
東
宮
た
ら
ん

と
欲
す
る
か
、
東
宮
得
べ
き
な
り
。
天
子
た
ら
ん
と
欲
す
る
か
、
天
子
得
べ
き
な
り
。
け
だ

し
そ
の
心
天
子
た
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。
そ
の
一
た
び
天
子
た
ら
ば
、
こ
れ
を
継
ぐ
者
、
織

田
氏
・
豊
臣
氏
の
如
き
、
視
て
以
て
常
と
為
し
、
ま
た
皆
こ
れ
を
為
さ
ん
。
足
利
氏
に
し
て

こ
れ
を
為
さ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
継
ぐ
者
皆
曰
は
ん
。
天
黄
汚
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
天
位
腐

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
然
る
後
、
天
下
の
事
大
い
に
定
ま
ら
ん
。
そ
の
或
い
は
こ
れ
を

継
ぐ
者
、
百
世
と
い
へ
ど
も
知
る
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
足
利
氏
の
天
子
た
ら
ず
、
そ
の
皇

統
を
索
め
て
こ
れ
を
継
ぐ
は
、
す
な
は
ち
楠
氏
の
こ
こ
に
死
し
て
弐
ら
ず
、
而
う
し
て
争
ふ

べ
か
ら
ず
し
て
然
る
者
あ
る
に
因
る
の
み
。
孔
子
曰
く
、
殷
に
三
仁
有
り
、
と
。
箕
子
曰

く
、
自
ら
靖
ん
じ
、
人
び
と
自
ら
先
王
に
献
ず
、
と
。
楠
子
と
藤
房
・
義
貞
と
、
ま
た
皆
お

の
お
の
自
ら
そ
の
志
を
行
ふ
。
箕
子
は
身
を
届
し
て
道
を
周
に
伝
ヘ
、
楠
子
は
親
を
滅
し
て

皇
統
を
継
ぎ
、
以
て
万
世
の
道
を
存
す
。
そ
の
箕
子
に
優
れ
る
こ
と
、
け
だ
し
倍
シ
す
。

あ
ヽ
、
楠
子
の
忠
義
、
ま
た
天
壊
と
と
も
に
窮
り
な
き
も
の
か
。

　
大
変
長
く
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
は
、
楠
公
を
論
じ
る
に
つ
き
ま
し
て



は
、
集
大
成
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
木
和
泉
守
は
皇
統
の
存
統
を
第
一
に
考

え
ま
し
て
、
楠
公
の
活
躍
も
そ
の
一
点
か
ら
論
じ
ま
し
た
。
楠
公
の
千
早
城
な
ど
で
の
戦
い
も
、

ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
楠
公
の
心
は
「
皇
統
継
ぎ
た
ま
ふ
あ
れ
ば
、
則
ち
足
れ
り
」
に
あ
る
、
と
論

じ
ま
し
た
。
も
と
よ
り
天
命
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
い
く
ら
尽
力
し
て
も
目
的
が
か
な
わ
な
い

と
き
が
あ
り
ま
す
。
「
そ
れ
天
命
の
去
就
は
、
固
よ
り
人
力
の
為
す
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な
り
」
で

あ
り
、
「
足
利
二
兇
の
志
、
実
に
測
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
楠
公
は
湊
川
で
の

戦
死
を
決
意
し
、
そ
し
て
、
「
子
あ
り
、
孫
あ
り
、
進
ん
で
討
ち
退
い
て
衛
り
」
と
、
楠
氏
は
族

を
あ
げ
て
、
ま
た
、
子
々
孫
々
ま
で
も
命
を
か
け
て
尽
力
を
す
る
。
そ
し
て
、
「
楠
子
は
親
を
滅

し
て
皇
続
を
継
ぎ
、
以
て
万
世
の
道
を
存
す
」
べ
く
尽
力
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
楠
公
の
真

意
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
ま
す
。
人
の
世
の
心
の
変
化
し
や
す
い
事
、
時
代
の
流
れ
な
ど
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
う
い
う
歴
史
の
中
に
、
「
天
黄
汚
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
天
位
躋
る
べ
か
ら
ざ
る
な

り
」
と
万
世
に
わ
た
っ
て
の
不
変
の
道
義
を
示
そ
う
と
し
た
、
と
述
べ
、
そ
し
て
、
こ
の
忠
義
の

心
は
、
並
ぶ
も
の
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
あ
ヽ
、
楠
子
の
忠
義
、
ま
た
天
壌
と
と
も
に
窮
り
な

き
も
の
か
」
と
最
後
に
結
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
大
変
長
い
文
章
で
す
が
、
実
に
厳
し
い
、
命
を
か
け
る
と
い
う
論
で
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
「
大

平
記
」
な
ど
読
み
本
の
類
か
ら
、
朱
舜
水
の
本
格
的
な
顕
彰
文
が
著
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し

て
、
楠
木
正
成
に
対
す
る
研
究
も
進
展
し
、
幕
末
に
至
り
、
精
製
さ
れ
、
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
つ
け
く
わ
え
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
舜
水
は
、
楠
公
の
顕
彰
が
世
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
概
嘆
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
み
ま
し
た
よ
う
に
、
幕
末
の
お
二
人
の
先
哲
の
文
章
の
よ
う
に
、
世
に
段
々

顕
彰
が
広
ま
り
、
ま
た
楠
公
祭
が
各
地
で
斎
行
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

水
戸
藩
の
藩
校
で
あ
り
ま
す
弘
道
館
で
は
、
そ
の
教
育
の
中
で
詩
歌
の
作
製
な
ど
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
記
録
の
一
つ
に
「
黌
舎
宿
題
」
（
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
、
影
印
本
）
と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
を
み
ま
す
と
、
「
楠
公
画
像
に
題
す
」
と
「
暮
秋
」
と
い
う
二
つ
の
題
の

も
と
、
詩
歌
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
漢
詩
が
中
心
で
す
が
、
和
歌
も
あ
り
ま
す
。
多
く
の
学
生
が

こ
の
題
で
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
弘
道
館
に
お
き
ま
す
教
育
活
動
の
一
面
を
示
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
一
言
つ
け
加
え
ま
し
て
、
ま
と
ま
り
も
な
く
大
変
粗

雑
で
失
礼
で
し
た
が
、
私
の
本
日
の
話
を
お
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
八
年
十
一
月
一
日
講
座
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
歴
史
館
首
席
研
究
員
）


