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徳
川
幕
府
八
代
将
軍
吉
宗
の
第
二
子
で
、
松
平
定
信
の
父
の
慰
安
宗
武
が
、

幕
府
枢
要
の
地
位
に
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
歌
人
と
し
て
も
歴
史
的
に
偉
大
な

存
在
で
あ
る
事
は
、
既
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
彼
は
学
者
と
し
て
も
又
文

芸
評
論
家
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
業
績
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
人
と
し

て
の
宗
武
が
世
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
一
年
に
佐
佐
木
信
綱

編
続
日
本
歌
学
全
書
に
、
宗
武
の
歌
集
『
天
降
言
』
が
収
載
さ
れ
、
続
い
て
正

岡
子
規
が
口
を
極
め
て
之
を
推
奨
し
た
事
に
初
ま
る
。
子
規
は
墨
汁
一
滴
に
、

万
葉
以
後
に
於
て
歌
人
四
人
を
得
た
り
。
源
実
朝
徳
川
宗
武
井
手
曙
覧
平
賀
元

義
是
れ
な
り
。
と
言
っ
て
、
宗
武
の
歌
が
万
葉
集
の
骨
髄
を
得
た
も
の
で
あ
る

と
絶
讃
し
て
か
ら
、
万
葉
調
歌
人
と
し
て
の
宗
武
の
存
在
が
、
世
に
広
く
認
め

ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
が
出
た
後
、
近
世
の
中
期
に
至
っ
て
初

め
て
宗
武
が
、
万
葉
歌
風
の
本
質
を
体
得
し
た
作
品
を
示
し
た
事
は
、
和
歌
の

歴
史
的
展
開
の
上
に
於
て
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
又
国
歌
国
論
に
関
す
る

文
芸
評
論
の
焦
点
に
立
っ
た
宗
武
の
歌
論
に
つ
い
て
も
、
各
方
面
か
ら
諸
家
に

よ
っ
て
研
究
論
述
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
馳
そ
の
後
昭
和
十
七
年
か
ら
廿
一

年
に
至
る
間
に
、
土
岐
善
麿
著
『
田
安
宗
武
」
四
冊
が
出
て
、
宗
武
の
未
刊
の

著
書
作
品
の
殆
ど
全
部
が
調
査
紹
介
さ
れ
た
。

 
こ
こ
で
は
、
宗
武
の
歌
論
な
ら
び
に
古
典
文
芸
評
論
の
本
質
と
短
歌
作
品
の

特
質
、
な
ら
び
に
そ
の
基
盤
を
な
す
所
の
彼
の
文
芸
乃
至
社
会
に
関
す
る
理
念

に
つ
い
て
再
検
討
し
て
、
文
芸
人
と
し
て
の
宗
武
、
近
世
の
時
代
人
と
し
て
の

宗
武
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

田
安
宗
武
が
享
保
十
六
年
十
七
才
の
年
、
江
戸
城
田
安
門
の
新
注
に
移
っ
た

時
、
父
の
吉
宗
将
軍
が
宗
武
に
与
え
た
書
籍
の
目
録
を
見
る
と
、
そ
の
大
部
分

が
漢
籍
で
あ
る
。
漢
籍
は
四
書
集
註
等
の
経
書
を
初
め
、
老
荘
等
の
諸
子
、
史

記
漢
書
等
の
史
書
、
楚
割
李
杜
等
の
詩
文
集
、
説
文
等
の
字
書
、
そ
の
他
医
書

雑
書
に
至
る
ま
で
各
般
の
漢
籍
を
網
羅
し
て
あ
る
。
当
時
の
知
識
人
の
教
養
は
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漢
籍
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
武
の
場
合

も
若
年
の
頃
か
ら
朱
子
学
に
よ
る
儒
学
が
、
そ
の
学
問
の
中
心
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

尚
当
時
の
幕
府
に
お
け
る
学
問
の
最
高
指
導
者
は
皆
朱
子
学
者
で
あ
っ
て
、
吉

宗
将
軍
時
代
に
は
、
室
鳩
巣
が
儒
官
と
な
っ
て
い
た
し
、
宗
武
は
十
二
才
の
少

年
時
代
か
ら
、
新
井
白
石
門
下
の
土
肥
元
成
が
、
そ
の
侍
講
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
宗
武
が
朱
子
学
に
よ
る
教
養
を
与
え
ら
れ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
右
に

述
べ
た
書
籍
目
録
の
中
に
は
、
漢
籍
の
外
に
少
数
の
和
書
が
あ
る
が
、
之
は
日

本
誇
大
鏡
東
鑑
太
平
記
平
家
物
語
等
の
歴
史
関
係
の
古
典
が
主
で
、
文
学
書
は

万
葉
集
、
和
漢
朗
詠
集
だ
け
で
あ
る
。
歌
学
以
外
の
文
学
書
は
、
当
時
の
庶
民

文
学
と
同
様
に
婦
女
子
の
愛
翫
物
で
あ
っ
て
、
武
家
の
教
養
書
と
す
べ
き
で
な

い
が
、
和
歌
だ
け
は
高
級
な
趣
味
の
文
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

此
の
書
籍
目
録
の
示
す
も
の
だ
け
が
、
宗
武
の
学
問
の
全
部
で
あ
る
と
即
断
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
他
に
宗
武
自
身
が
進
ん
で
広
く
色
々
の
古
書
を
見

て
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
若
年
の

頃
い
わ
ゆ
る
家
庭
教
育
的
に
与
え
ら
れ
た
教
養
は
、
お
よ
そ
か
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
事
は
、
う
か
が
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
武
家

が
一
般
に
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
儒
学
的
、
特
に
朱
子
学
的
教
養
が
、
宗
武
の

人
生
観
倫
理
観
の
基
盤
と
な
っ
て
滲
透
し
て
い
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。

寛
保
三
年
宗
武
二
十
九
才
の
時
、
 
『
謳
蒙
要
言
」
と
称
し
て
、
近
臣
に
対
し
て

処
世
の
指
標
と
す
べ
き
訓
戒
の
文
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
節
に
、

 
其
人
の
道
と
い
ふ
は
五
倫
也
。
五
倫
と
は
父
子
有
繋
、
君
臣
有
義
、
夫
婦
有

 
別
、
長
幼
有
序
、
朋
友
有
信
、
是
也
。
（
中
略
）
そ
れ
士
己
の
職
を
行
ふ
と
な

 
ら
ば
そ
の
身
を
望
む
べ
し
。
其
身
修
る
時
は
家
と
㌧
の
ふ
。
し
か
ふ
し
て
諸

 
侯
に
仕
て
国
政
を
と
る
時
は
国
治
り
、
天
子
国
王
に
仕
て
天
下
の
政
務
を
と

 
る
と
き
は
天
下
平
に
な
る
也
。
其
身
を
修
ん
と
欲
す
る
時
は
先
心
を
正
す
。

 
心
を
正
せ
ん
と
欲
す
る
と
き
は
先
父
を
誠
に
す
べ
し
。
意
を
誠
に
せ
ん
と
な

 
ら
ば
知
る
事
を
致
し
、
物
に
磨
る
べ
し
。
 
（
土
岐
善
麿
著
田
安
宗
武
第
二
冊

 
二
七
頁
）

之
は
大
学
の
文
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
近
臣
に
学
問
を
勧
め
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
訓
み
方
は
朱
子
の
註
に
従
っ
て
読
ん
で
い
る
点
か
ら
も
、
彼
の
学

問
が
朱
子
学
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
学
問
の
目
的
と
道
徳
政
治
の
根
本
精
神
と
は
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
儒

学
的
理
念
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
高
級
な
る
第
一
芸
術
で

あ
る
所
の
歌
道
も
亦
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
学
問
と
共
通
の
目
的
を
有
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
歌
道
と
道
徳
と
政
治
と
は
、
共
通
の

理
念
を
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
彼
の
信
念
は
、
こ
こ
か
ら
生
れ

て
き
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

二

寛
保
二
年
宗
武
は
（
二
八
才
）
野
田
在
満
に
命
じ
て
和
歌
に
関
す
る
意
見
を
具

申
さ
せ
た
。
こ
れ
が
国
歌
八
論
で
あ
る
が
、
之
に
対
し
て
宗
武
は
早
速
、
国
歌

三
論
戯
言
を
書
い
て
批
判
し
た
。
こ
れ
か
ら
真
渕
を
加
え
て
国
歌
八
事
の
論
争

が
初
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
述
に
よ
っ
て
、
宗
武
の
和
歌
に
関
す
る

考
え
方
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
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国
歌
八
五
の
翫
歌
論
揮
痛
論
に
而
て
、
在
満
が
和
歌
は
政
治
に
も
人
生
に
も
役

に
立
た
な
い
か
ら
貴
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。
詞
花
言
葉
を
翫
ん
で
楽
し
め
ば
よ
い

と
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
宗
武
は
国
歌
八
紘
余
毒
に
於
て
、

 
う
る
は
し
き
歌
は
人
の
た
す
け
と
な
り
、
あ
し
き
歌
は
人
を
そ
こ
な
ふ
。
さ

 
れ
ど
又
あ
し
き
歌
を
も
て
こ
れ
は
あ
し
と
思
ひ
て
見
る
と
き
は
ま
た
誠
と
も

 
な
る
な
り
。
さ
れ
ば
雅
楽
す
た
れ
て
後
も
聖
な
ほ
詩
経
と
い
ふ
ふ
み
を
撰
ば

 
せ
給
ひ
て
人
を
導
き
た
ま
ふ
な
り
。
 
（
日
本
歌
学
大
系
第
七
巻
九
九
頁
）

と
言
っ
て
、
和
歌
が
道
義
の
昂
揚
に
役
立
つ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
孔
子
が

詩
経
を
撰
ん
で
教
化
の
具
に
し
た
例
を
引
い
て
、
漢
詩
が
入
民
教
導
に
有
用
で

あ
る
と
同
じ
様
に
、
和
歌
も
道
徳
的
教
養
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
。彼

は
満
更
に
進
ん
で
、
和
歌
の
盛
衰
と
政
治
の
隆
替
と
は
時
代
的
に
一
致
し
て

い
る
。
而
し
て
古
代
ほ
ど
歌
道
も
政
道
も
栄
え
た
が
、
後
世
に
至
る
に
従
っ
て

衰
え
た
と
言
っ
て
い
る
。
歌
体
約
言
の
序
に
、

 
世
の
盛
な
り
け
る
ほ
ど
は
歌
の
さ
ま
も
ま
た
盛
な
り
け
る
。
古
今
集
え
ら
ば

 
れ
し
頃
よ
り
は
少
し
あ
さ
は
か
な
る
も
の
い
で
き
に
け
り
。
 
（
申
略
）
俊
成

 
定
家
と
い
へ
る
人
の
も
の
せ
ら
れ
し
頃
は
を
さ
を
さ
世
も
乱
れ
て
う
た
の
風

 
情
も
い
よ
い
よ
あ
さ
ま
し
く
そ
な
り
ゆ
き
け
る
。
（
日
本
歌
学
大
系
七
巻
一

 
六
二
頁
）

又
国
歌
八
論
要
言
に
は

 
政
正
し
き
御
代
倣
歌
の
理
さ
か
ん
な
る
べ
く
政
衰
ふ
る
御
代
は
歌
の
理
も
違

 
ひ
ぬ
べ
し
。
 
（
同
上
一
〇
三
頁
）

こ
の
考
え
方
は
、
、
荷
田
在
満
の
和
歌
を
政
教
と
分
離
す
る
考
え
方
と
根
本
か
ら

相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
武
も
在
満
も
絶
対
に
容
認
出
来
な
い
も
の
で
あ
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論
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心
と
し
て
一

つ
た
。
在
満
は
権
門
の
主
君
に
対
し
て
、
そ
の
意
を
迎
え
る
事
を
せ
ず
し
て
、

あ
く
ま
で
自
説
を
主
張
し
て
柾
げ
な
か
っ
た
が
、
宗
武
も
亦
終
に
は
『
大
本
す

で
に
た
が
ひ
ぬ
れ
ば
口
舌
の
争
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
』
と
ま
で
極
言
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
文
芸
と
し
て
の
和
歌
の
価
値
お
よ
び
目
的
を
、
政
治
道
徳
に

対
す
る
利
用
価
値
に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
宗
武
の
理
念
は
、
上
述
し
た

様
に
儒
学
的
教
養
に
基
づ
く
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
宗
武
の
置
か
れ

た
社
会
的
位
置
と
い
う
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
事
で
あ
る
。
宗
武
は

直
接
に
幕
政
に
責
任
を
持
つ
役
職
に
は
つ
い
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
将
軍
家

一
族
の
中
で
も
最
も
親
近
な
血
族
と
し
て
、
徳
川
幕
制
護
持
と
い
う
重
大
責
任

は
、
彼
の
人
生
観
、
世
界
観
の
す
べ
て
を
決
定
す
る
紐
帯
で
あ
っ
た
。
彼
は
意

識
的
に
も
又
無
意
識
的
に
も
、
幕
府
政
治
の
秩
序
を
維
持
し
そ
の
興
隆
を
図
る

こ
と
が
宿
命
的
な
使
命
で
あ
っ
た
。
学
問
も
文
芸
も
そ
の
枠
の
申
に
お
い
て
の

み
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
武
家
の
嗜
と
し
て
、
高
級
文
芸

と
し
て
、
世
も
人
も
お
の
れ
自
身
も
考
え
て
い
る
所
の
歌
道
が
、
棋
や
絵
草
子

の
類
と
同
じ
様
な
消
閑
の
具
と
考
え
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
我
慢
で
き
な
い

事
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

政
治
の
興
隆
を
図
る
た
め
に
は
人
民
の
道
義
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

和
歌
は
政
治
道
徳
に
効
用
が
あ
る
が
故
に
、
人
生
的
、
国
家
的
価
値
の
あ
る
文

芸
で
あ
っ
て
、
貴
ぶ
べ
き
嗜
で
あ
る
と
い
う
理
念
は
、
宗
武
が
置
か
れ
た
社
会

的
位
置
が
基
盤
と
な
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
儒
学
的
朱
子
学
的

文
芸
観
を
以
て
理
論
づ
け
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

三
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次
に
、
和
歌
を
政
教
的
効
用
に
よ
っ
て
評
価
す
る
宗
武
の
立
場
は
、
更
に
進
ん

で
和
歌
以
外
の
古
文
学
に
対
し
て
も
亦
、
道
義
的
解
釈
を
加
え
る
に
至
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

賀
茂
真
渕
が
伊
勢
物
語
古
意
を
書
い
て
、
宗
武
に
献
上
し
た
の
が
宝
暦
三
年
頃

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
宗
武
は
伊
勢
物
語
に
私
注
を
施
し
た
の
で
、
之
は
お

よ
そ
彼
の
三
十
九
才
頃
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
伊
勢
物
語
の
部
分
的
説
話

に
つ
い
て
、
宗
武
は
道
義
的
解
釈
を
加
え
て
い
る
の
が
諸
処
に
見
ら
れ
る
。
そ

の
一
例
を
示
せ
ば
、
伊
勢
物
語
二
十
一
段
の
女
が
男
の
心
を
信
じ
な
い
で
家
出

し
て
、
後
で
後
悔
し
て
歌
の
贈
答
を
し
た
話
に
つ
い
て
、

 
此
一
条
は
若
き
夫
婦
の
よ
く
見
る
べ
き
也
。
 
（
中
略
）
女
も
男
の
あ
ら
き
こ

 
と
ば
な
ど
言
ひ
つ
と
も
う
ら
む
心
な
く
、
た
ゴ
男
に
従
が
は
ん
こ
と
を
せ
ち

 
に
思
ふ
べ
し
。
従
ひ
だ
に
す
れ
ば
男
は
お
の
つ
か
ら
う
つ
く
し
む
も
の
な

 
り
。
 
（
土
岐
善
麿
田
安
宗
武
第
ご
冊
二
〇
〇
頁
）

と
批
評
し
て
い
る
。
そ
の
倫
理
思
想
は
儒
教
の
五
倫
の
夫
婦
薫
別
の
道
徳
観
で

あ
る
。
又
二
十
三
段
の
箇
井
筒
の
物
語
に
対
し
て
は
、

 
此
一
条
入
の
妻
た
ら
ん
女
は
殊
に
心
と
ど
め
て
見
る
べ
き
也
。
大
和
な
る
女

 
も
高
安
な
る
女
も
夫
を
し
た
ふ
の
深
さ
は
勝
劣
な
け
れ
ど
、
大
和
の
は
実
を

 
も
て
思
ひ
、
高
安
の
は
色
を
も
て
思
ふ
な
れ
ば
、
つ
み
に
は
夫
に
そ
の
け
じ

 
め
知
ら
れ
た
る
な
り
。
妻
の
恥
は
夫
の
重
な
れ
ば
、
留
守
の
程
と
て
と
り
乱

 
し
て
あ
ら
ん
や
。
か
へ
り
て
男
の
家
に
あ
る
程
は
ま
め
や
か
に
す
る
か
ら
に

 
つ
く
ら
ふ
間
な
き
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
留
守
の
程
は
心
の
ど
や
か
に
つ
く
ろ

 
ひ
か
た
く
守
り
て
居
ら
ん
ぞ
う
べ
な
る
わ
ざ
な
れ
。
げ
に
人
の
心
ざ
ま
は
見

 
え
ざ
る
処
に
見
え
、
聞
え
ざ
る
処
に
聞
ゆ
る
も
の
な
れ
ば
、
ロ
ハ
お
の
れ
を
つ

 
つ
し
む
に
は
し
か
ず
。
 
（
全
上
二
〇
五
頁
）

と
批
評
し
て
い
る
。
之
も
誠
実
を
以
て
夫
に
仕
え
る
婦
徳
を
称
讃
し
、
且
つ
，
『

大
学
』
の
慎
独
の
思
想
を
以
て
物
語
を
道
義
的
に
批
評
し
た
の
で
あ
る
。

宗
武
は
又
「
古
事
記
詳
説
」
を
書
い
て
、
古
事
記
全
体
の
詳
密
な
訓
読
を
記
し

て
い
る
が
、
そ
の
別
記
の
中
に
、
神
話
伝
説
に
対
す
る
道
義
的
、
政
治
的
解
釈

を
記
し
た
部
分
が
あ
る
。
別
記
巻
第
一
『
天
斎
殿
に
閉
居
の
御
事
」
の
中
に
、

 
天
照
大
神
の
天
斎
屋
（
あ
め
の
い
は
や
）
に
閉
居
（
こ
も
り
）
い
ま
せ
し
を

 
謹
み
考
ふ
る
に
、
須
佐
之
男
命
を
恐
（
か
し
こ
）
み
給
ふ
に
あ
ら
ず
。
 
（
中

 
略
）
御
兄
弟
の
よ
し
を
も
て
な
だ
め
置
か
れ
、
今
か
㌧
る
こ
と
に
及
び
ぬ
れ

 
ば
、
偏
に
御
自
ら
の
御
科
（
み
と
が
）
と
お
ぼ
し
て
、
后
を
辞
し
て
閉
居
ら

 
せ
給
ふ
な
り
。
真
に
聖
に
て
ま
し
け
り
。
 
（
全
第
三
冊
三
九
一
頁
）

と
記
し
て
、
神
話
中
の
神
を
現
実
的
人
物
と
し
て
、
常
識
的
道
義
観
を
以
て
解

釈
評
論
し
て
い
る
。

宗
武
の
人
生
観
は
現
実
肯
定
で
あ
り
、
常
識
的
で
あ
り
、
明
朗
進
取
的
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
老
荘
思
想
や
隠
遁
趣
味
お
よ
び
仏
教
的
無
常
観
は
容
認
で
き

な
い
思
想
で
あ
っ
た
。
宗
武
の
『
徒
然
草
評
論
』
は
、
細
雨
頃
の
著
作
か
不
明

で
あ
る
が
、
徒
然
草
の
各
段
に
対
し
て
一
々
論
評
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭

の
文
に
対
し
て
は
、

 
こ
の
草
子
は
も
は
ら
世
に
と
き
め
け
る
人
に
、
お
の
が
才
を
知
ら
す
べ
き
よ

 
す
が
に
や
つ
く
り
け
む
。
さ
れ
ど
あ
ら
は
に
い
へ
ば
ま
た
か
し
こ
き
方
も
あ

 
り
ぬ
べ
き
故
に
や
、
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
所
も
あ
り
。
ま
た
人
々
の
心
に

 
あ
は
せ
む
料
に
や
う
や
う
に
書
き
な
せ
る
所
も
あ
め
る
。
か
㌧
れ
ば
こ
の
草

 
子
の
窪
い
と
も
定
ま
ら
ざ
る
な
り
。
人
の
あ
ざ
け
り
な
む
こ
と
を
恐
れ
て
、

 
は
や
う
自
ら
心
ぐ
る
ほ
し
け
れ
と
言
ひ
け
め
。
げ
に
こ
の
詞
に
て
多
く
の
人

 
を
あ
ざ
む
き
け
ら
し
。
 
（
中
略
）
は
た
お
の
れ
が
文
学
詩
歌
管
絃
有
職
公
事
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に
も
達
し
た
り
と
し
ら
せ
た
る
な
り
。
将
軍
の
用
ひ
た
ま
は
ゴ
つ
か
へ
ん
と

 
な
る
べ
し
。
 
（
全
第
二
冊
三
六
三
頁
）

と
言
っ
て
、
兼
好
は
自
分
の
学
問
を
人
に
吹
聴
し
て
就
職
運
動
を
し
て
い
る
の

だ
と
、
ま
こ
と
に
処
世
的
俗
世
間
的
常
識
を
以
て
、
作
者
の
心
理
を
推
察
し
て

罵
っ
て
い
る
。
又
世
に
お
も
ね
る
た
め
に
筆
を
柾
げ
て
書
い
た
の
で
、
豫
防
線

を
張
っ
て
、
，
勘
ぐ
る
ほ
し
け
れ
と
書
い
た
の
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
老
荘
思
想

や
仏
教
的
無
常
観
を
書
き
連
ね
て
あ
る
徒
然
草
に
対
し
て
は
馬
冒
頭
か
ら
理
解

し
よ
う
と
も
せ
ず
、
作
者
兼
好
に
対
し
て
も
、
有
害
無
用
の
文
人
と
し
て
排
斥

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
徒
然
草
十
八
段
の
『
人
は
己
を
つ
づ
ま
や
か
に
し
、
お

ご
り
を
し
り
ぞ
け
て
、
た
か
ら
を
持
た
ず
世
を
貧
ら
ざ
ら
む
ぞ
い
み
じ
か
る
べ

き
云
々
」
の
文
に
対
し
て
は
、

 
此
段
あ
や
し
う
こ
と
な
る
こ
と
を
言
ひ
て
人
の
心
を
ま
ど
は
し
、
我
を
常
人

 
に
あ
ら
ず
と
思
は
せ
む
と
書
き
た
る
に
や
。
さ
れ
ど
心
あ
る
人
は
笑
ひ
て

 
む
。
 
（
中
略
）
唐
の
人
は
あ
や
し
き
こ
と
を
好
め
ば
か
㌧
る
事
を
も
を
か
し

 
と
思
ひ
て
も
て
興
ず
め
れ
ど
、
こ
の
国
は
す
な
ほ
な
る
に
、
か
㌧
る
え
せ
者

 
も
き
こ
え
ず
。
 
（
全
第
二
冊
三
七
七
頁
）

と
記
し
て
、
老
荘
思
想
に
基
づ
く
隠
遁
者
讃
美
の
兼
好
の
文
に
対
し
て
、
我
が

国
は
支
那
と
違
っ
て
、
す
な
お
な
思
想
の
国
で
あ
る
か
ら
、
こ
ん
な
ば
か
げ
た

考
の
者
は
な
い
筈
だ
と
こ
き
お
ろ
し
て
い
る
。
俗
世
間
に
交
る
事
を
、
埃
に
ま

み
れ
る
汚
濁
の
生
活
と
考
え
る
事
は
、
以
て
の
外
の
悪
趣
味
で
あ
っ
て
、
己
の

才
能
に
応
じ
て
世
の
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
的
人
生
観
を
堅

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
又
徒
然
草
の
第
十
段
の
『
家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
あ

ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
仮
の
宿
り
と
は
思
へ
ど
興
あ
る
も
の
な
れ
云
々
」
の
簡
易
生

活
や
無
常
観
を
述
べ
た
文
に
対
し
て
は
、

田
 
安
宗
 
武
 
考
（
そ
の
一
）
1
文
芸
論
を
中
心
と
し
て
一

 
此
段
お
も
し
ろ
く
書
き
た
り
。
但
し
か
り
の
宿
り
と
は
思
へ
ど
と
言
ひ
た

 
る
、
こ
と
わ
り
す
ぎ
て
う
る
さ
し
。
は
た
こ
と
様
に
ほ
こ
り
か
な
る
住
居
を

 
書
き
た
る
末
に
、
見
る
め
も
く
る
し
く
い
と
わ
び
し
と
言
ひ
て
こ
と
足
り
た

 
る
を
、
さ
て
も
や
は
な
が
ら
へ
す
む
べ
き
、
ま
た
時
の
間
の
煙
と
も
な
り
な
む

 
と
ぞ
う
ち
見
る
よ
り
思
は
る
㌧
。
と
言
ひ
た
る
に
て
か
へ
り
て
あ
さ
は
か
に

 
な
り
に
け
り
。
わ
が
本
意
の
ご
と
言
ひ
も
て
ゆ
か
ば
法
師
め
か
ぬ
も
の
か
ら
、

 
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
さ
む
と
て
か
～
る
こ
と
は
加
え
た
る
に
や
あ
ら
む
。
 
（
全
三

 
七
三
頁
）

と
言
っ
て
、
兼
好
が
身
分
相
応
の
趣
味
の
あ
る
住
居
が
よ
い
と
言
っ
た
の
に
対

し
て
は
賛
成
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
附
け
加
え
た
無
常
思
想
に
対
し
て
、
ひ
ど
く

罵
倒
し
て
い
る
b
現
実
的
人
生
観
の
宗
武
に
と
っ
て
、
兼
好
の
徒
然
草
に
示
さ

れ
た
老
荘
思
想
や
無
常
観
は
、
氷
炭
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か

で
あ
る
。

尚
又
、
当
時
世
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
古
典
た
る
徒
然
草
に
対
し
て
、
徹
底

的
非
難
を
加
え
た
宗
武
の
態
度
は
、
彼
の
人
生
観
、
倫
理
観
な
ら
び
に
そ
れ
に

基
づ
く
文
芸
観
が
、
強
固
な
自
覚
と
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
信
念
は
、
単
に
儒
学
的
教
養
か
ら
来
た
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
し
て
、
彼
の
置
か
れ
た
社
会
的
位
置
か
ら
来
た
自
覚
に
も
と
つ
く

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
徳
川
幕
制
の
護
持
と
興
隆
の
た
め
に
は
、
現
実
的

世
界
観
を
以
て
、
人
民
大
衆
を
教
導
す
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
意
に
反
し
て
強
弁
す
る
牽
強
附
会

の
論
理
で
は
な
く
て
、
穏
健
中
正
に
し
て
良
識
的
世
界
観
と
し
て
確
信
に
満
ち

た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

以
上
、
宗
武
が
古
事
記
神
話
、
平
安
朝
物
語
、
中
世
随
筆
等
の
古
典
文
学
に
対

し
て
、
道
義
的
乃
至
現
実
的
人
生
観
を
以
て
解
釈
批
判
し
て
い
る
実
例
に
つ
い

て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
宗
武
が
古
典
文
学
に
つ
い
て
、
そ
の
独

立
的
文
芸
価
値
を
認
め
た
と
思
わ
れ
る
通
な
徴
証
が
あ
る
事
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

宗
武
の
伊
勢
物
語
註
巻
一
の
冒
頭
に
、
大
意
と
し
て
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

 
此
物
語
は
善
を
勧
め
悪
を
戒
む
る
為
に
も
あ
ら
ず
、
人
を
賞
機
（
ほ
め
そ

 
し
）
ら
ん
と
て
に
も
あ
ら
ず
。
事
を
伝
へ
む
と
て
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
辞
を

 
巧
に
あ
や
ど
れ
る
を
か
し
み
に
書
る
の
み
也
。
遠
れ
ば
何
と
な
く
文
を
あ
じ

 
は
へ
て
、
條
々
を
べ
ち
に
見
る
べ
し
。
 
（
全
第
二
冊
一
五
一
頁
）

伊
勢
物
語
の
申
の
各
段
の
物
語
の
個
別
的
評
論
に
於
て
は
、
既
に
述
べ
た
様
に

道
義
的
解
釈
を
し
て
い
る
が
、
伊
勢
物
語
全
体
に
対
し
て
は
、
右
の
引
用
文
の

示
す
様
に
、
こ
の
書
が
勧
善
懲
悪
の
た
め
で
も
な
く
、
歴
史
的
記
録
で
も
な
く

し
て
、
文
飾
の
美
し
さ
を
味
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
之
は
彼
が
頑
強
に
反
対
排
斥
し
た
荷
田
夏
道
の
翫
歌
論
の
考
え
方
と
同
じ

で
は
な
い
か
。
古
典
に
対
し
て
は
相
当
深
く
研
究
し
、
一
家
の
見
識
を
持
っ
て

い
た
宗
武
は
、
伊
勢
物
語
に
つ
い
て
も
、
偏
狭
な
一
面
的
解
釈
に
の
み
甘
ん
ず

る
程
の
殿
様
学
者
で
な
か
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
が
単
な
る
政

教
文
芸
一
致
論
の
み
で
解
決
出
来
な
い
事
は
、
宗
武
も
充
分
理
解
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

然
ら
ば
和
歌
に
於
て
は
翫
歌
論
を
斥
け
、
物
語
に
対
し
て
は
政
教
に
関
係
な
き

独
自
的
鑑
賞
を
認
め
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
物
語
と
和
歌
と
の
間

に
は
一
線
を
画
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
物
語
は
古
曲
ハ
で
あ
る
か

ら
、
当
時
の
絵
草
子
や
読
本
な
ど
と
全
然
同
種
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
ま
で

も
、
慰
み
草
に
す
る
読
み
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
の
性
質
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
歌
道
は
漢
学
史
学
有
職
故
実
の
学
問
と
同
様
に
、
看
た
る
も
の
の

教
養
を
培
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
段
高
級
有
用
な
文
芸
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
考
え
方
は
当
時
の
社
会
一
般
に
広

く
行
わ
れ
て
い
た
常
識
だ
っ
た
様
で
あ
る
が
、
宗
武
の
現
実
的
世
界
観
は
、
世

間
一
般
の
常
識
を
受
け
容
れ
る
事
に
、
抵
抗
を
感
じ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

五

か
よ
う
な
道
義
的
文
芸
論
に
対
し
て
、
理
論
的
体
系
を
備
え
る
た
め
の
論
拠
と

し
て
、
宗
武
は
『
理
」
の
学
説
を
樹
て
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
此
の
理
の
本
質

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

宗
武
は
国
歌
八
論
余
言
に
、

 
諸
々
の
道
み
な
理
と
事
（
わ
ざ
）
と
の
侍
る
な
り
。
歌
の
道
も
ま
た
然
り
。

 
（
日
本
歌
学
大
系
七
巻
九
九
頁
）

又
国
歌
論
臆
説
勲
爵
に
、

 
す
べ
て
の
こ
と
わ
ざ
必
ず
理
を
本
と
す
れ
ば
、
わ
ざ
は
是
に
随
ふ
も
の
な
る

 
を
、
も
し
わ
ぎ
を
本
と
せ
ん
に
は
必
ず
理
は
違
ふ
べ
し
。
 
（
全
＝
二
五
頁
）

と
言
っ
て
、
天
地
自
然
社
会
人
生
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
理
と
事
と
が
あ
っ

て
（
理
が
根
本
で
事
は
そ
の
従
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
而
し
て
『
理
』
は
『
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こ
と
わ
り
」
と
も
書
き
、
「
事
』
は
「
わ
ざ
』
と
も
記
し
て
い
る
。
更
に
国
歌

八
荒
二
言
に
は
、

 
実
の
歌
学
と
い
へ
る
は
歌
の
理
に
か
な
は
ん
や
う
を
学
ぶ
を
ぞ
い
ふ
べ
き
。

 
さ
る
を
た
ゴ
そ
の
事
（
わ
ざ
）
を
の
み
学
ぶ
を
歌
学
と
な
ん
い
ふ
こ
と
違
ひ

 
ぬ
め
り
。
 
（
中
略
）
嘗
て
歌
よ
む
こ
と
能
は
ぬ
に
て
も
、
心
の
さ
ま
だ
に
歌

 
の
理
に
か
な
ひ
ぬ
べ
く
ば
そ
れ
ぞ
う
ら
や
ま
し
か
る
べ
き
。
 
（
全
一
〇
二

 
頁
）

と
言
っ
て
、
歌
学
と
は
理
に
か
な
っ
た
歌
を
作
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ

て
、
わ
ざ
を
学
ぶ
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
即
ち
和
歌
の
本
質
は
、
理
に
か

な
う
と
言
う
こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

宗
武
の
言
う
こ
の
『
理
一
こ
と
わ
り
」
と
は
如
何
な
る
内
容
．
の
語
で
あ
る

か
、
又
そ
の
学
説
の
も
と
つ
く
処
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
う
点
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

宗
武
は
『
歌
論
』
の
中
に
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

 
そ
れ
陰
陽
の
消
長
日
月
の
往
来
を
始
と
し
て
天
地
の
間
万
物
皆
そ
の
理
あ
ら

 
ざ
る
な
し
。
 
（
中
略
）
有
レ
物
必
有
レ
則
と
見
え
し
則
と
は
理
也
性
也
命
也
。

 
（
全
一
山
ハ
○
頁
）

之
は
申
告
の
朱
子
註
の
申
の
次
の
文
と
符
合
す
る
。

 
牲
即
理
也
。
天
無
二
陰
陽
五
行
一
化
二
生
万
物
一
。
気
以
成
レ
形
而
理
亦
賦
焉
。

 
猶
二
命
令
一
也
。
於
レ
是
人
物
蔭
生
、
因
三
農
得
二
其
所
レ
賦
課
理
一
、
以
為
二
健
順

 
五
常
之
徳
一
。
所
レ
謂
性
也
。
 
（
中
庸
章
句
）

乏
に
よ
っ
て
、
宗
武
の
言
う
理
と
は
、
朱
子
学
で
言
う
理
の
理
念
を
歌
論
に
演

繹
し
た
も
の
だ
と
い
う
事
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
理
と
は
、
万
物
に
遍
在
す

る
も
の
で
、
人
に
つ
い
て
言
え
ば
本
然
の
性
と
な
り
道
心
と
な
る
。
天
地
自
然

田
 
安
 
宗
 
武
 
考
（
そ
の
一
）
一
文
芸
論
を
申
心
と
し
て
一

に
つ
い
て
言
え
ば
、
山
川
草
木
の
た
～
ず
ま
い
、
春
夏
秋
冬
の
う
つ
り
か
わ
り

を
初
め
と
し
て
、
自
然
の
本
然
の
姿
は
総
て
理
で
あ
る
。
更
に
人
に
つ
い
て
言

え
ば
、
偽
ら
ず
巧
ま
ず
素
直
な
心
の
姿
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
だ
と
言
う
考
え

方
も
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
「
こ
と
わ
り
」
と
言
う
語
の
我
が
国
に
お
け
る
用
語
例
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
と
、

 
世
の
申
の
常
の
こ
と
わ
り
か
く
さ
ま
に
な
り
き
に
け
ら
し
す
ゑ
し
種
か
ら
（

 
万
葉
集
巻
十
五
申
臣
宅
守
）

 
こ
と
わ
り
の
秋
に
は
あ
へ
ぬ
涙
か
な
月
の
桂
も
か
は
る
光
に
（
新
古
今
集
巻

 
四
俊
成
女
）

か
よ
う
に
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
道
理
、
当
然
の
條
理

と
い
う
様
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
随
っ
て
理
と
こ
と
わ
り
は
一
応
同
義
語

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

次
に
歌
論
に
お
け
る
用
語
と
し
て
、
理
の
語
を
使
用
し
た
の
は
、
宗
武
が
最
初

で
は
な
く
て
、
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
の
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
蹟
に

も
、 

お
ほ
か
た
歌
は
必
ず
し
も
を
か
し
き
よ
し
を
い
ひ
、
事
の
こ
と
わ
り
を
言
ひ

 
き
ら
む
と
せ
ざ
れ
ど
も
云
々
（
日
本
歌
学
大
系
第
二
詳
聞
〇
二
頁
）

と
、
こ
と
わ
り
の
語
が
見
え
る
し
、
こ
の
他
長
明
無
名
侍
立
に
も
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
近
く
は
細
川
幽
斎
（
慶
長
十
五
年
残
）
の
聞
書
全
書
に
、

 
よ
の
つ
ね
の
人
の
言
葉
も
理
は
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
程
拍
子
わ
う
け
れ
ば
こ

 
と
わ
り
聞
え
ず
。
か
り
そ
め
の
文
章
な
ど
に
も
か
く
の
ご
と
し
。
 
（
日
本
歌

 
学
大
系
六
巻
、
八
四
頁
）

鳥
丸
撃
手
（
寛
文
九
年
残
）
の
資
慶
卿
口
授
に
は
、
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・

 
歌
は
わ
っ
か
三
十
一
字
の
申
に
道
理
（
こ
と
わ
り
）
を
た
つ
る
も
の
な
れ
ば

 
無
用
の
字
を
置
か
ぬ
が
作
者
の
粉
骨
な
り
。
 
（
全
二
五
九
頁
）

こ
の
他
に
も
、
宗
武
以
前
の
古
意
の
書
の
中
に
、
理
の
語
は
屡
用
い
ら
れ
て
い

る
。
宗
武
は
朱
子
学
お
よ
び
我
が
国
の
古
歌
人
の
用
語
例
に
よ
っ
て
、
理
と
こ

と
わ
り
と
言
う
用
語
を
採
っ
て
、
そ
の
申
に
独
自
の
文
芸
的
理
念
を
加
え
る
事

に
よ
っ
て
、
「
こ
と
わ
り
と
わ
ざ
』
と
言
う
学
説
を
樹
て
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。そ

れ
で
は
彼
の
言
う
理
の
特
質
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
宗
武
の
言
う
理
は
古
来
の
用
語
例
の
様
に
道
理
と
い
う
意
味
を

も
含
む
の
で
あ
る
が
、
更
に
推
し
広
め
て
、
実
情
実
景
を
巧
ま
ず
偽
ら
ず
安
ら

か
に
表
現
す
る
こ
と
、
即
ち
自
然
の
理
を
素
直
に
表
現
す
る
と
い
う
意
味
を
包

含
し
て
い
る
事
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
宗
武
歌
論
の
特
質

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国
歌
論
臆
説
剰
言
に
於
で
、
吉
野
行
幸
に
供
奉
し
て
人
麿
の
詠
ん
だ
『
見
れ
ど

あ
か
ぬ
よ
し
の
の
河
の
と
こ
な
め
の
た
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む
』
と

言
う
歌
に
つ
い
て
、
宗
武
は
、
吉
野
行
幸
を
度
々
行
え
ば
国
民
に
迷
惑
を
か
け

る
か
ら
、
程
々
に
な
さ
っ
た
が
よ
い
と
言
う
諌
言
の
意
を
調
し
た
も
の
で
、
『

理
深
く
そ
お
ぼ
ゆ
る
』
と
批
評
し
て
い
る
。
之
は
理
の
語
を
宗
武
が
道
義
的
政

治
的
道
理
の
意
味
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
例
は
寧
ろ
少
く
て
、

．
自
然
の
実
情
と
い
う
意
味
に
使
用
し
た
用
語
例
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
臆
説
剰
言
に
、

 
さ
て
教
と
す
べ
き
歌
は
安
ら
か
な
る
歌
が
、
あ
る
は
理
を
ふ
く
み
あ
る
は
お

 
の
つ
か
ら
事
を
の
べ
て
、
わ
っ
か
だ
に
理
に
違
は
ざ
る
な
ど
の
歌
な
り
。
 
（

 
日
本
歌
学
大
系
七
巻
一
四
一
頁
）

 
や
ま
と
歌
は
は
か
な
く
言
ひ
出
で
し
や
う
な
る
中
に
理
の
こ
も
り
た
る
ぞ
め

 
で
た
き
。
さ
る
を
あ
な
が
ち
に
理
を
言
ひ
つ
め
た
る
は
、
彼
の
検
非
違
使
の

 
ゆ
る
ぎ
出
で
て
も
の
た
い
す
ら
ん
や
う
に
な
り
て
、
か
へ
り
て
人
の
心
を
和

 
ぐ
べ
か
ら
ず
。
 
（
全
一
四
〇
頁
）

又
歌
体
約
言
に
、

 
そ
れ
歌
は
人
の
心
を
た
ね
と
し
て
よ
み
出
つ
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
が
心
に
つ

 
く
ろ
ひ
た
る
こ
と
な
く
、
す
ら
く
と
よ
み
出
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
す
な
ほ

 
な
る
人
は
歌
の
心
も
す
な
ほ
に
、
あ
る
は
頑
に
あ
る
は
好
（
た
は
）
れ
た
る

 
は
、
歌
に
も
そ
の
色
の
あ
ら
は
る
＼
な
り
。
（
全
一
六
三
頁
）

自
然
に
安
ら
か
に
あ
り
の
ま
㌧
の
実
情
を
述
べ
る
の
が
理
に
か
な
う
の
だ
と
言

う
の
が
宗
武
の
考
で
あ
る
。
宗
武
は
和
歌
は
政
治
道
徳
に
効
果
あ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
け
れ
ど
、
直
接
に
訓
諭
の
意
を
表
し
た
歌
の
み
が

効
用
あ
る
歌
だ
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
安
ら
か
に
あ
り
の
ま
㌧
に
自

然
の
理
を
表
現
し
た
歌
が
よ
い
歌
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
の
古
歌
の
批
評
等
に
も
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
臆
説
剰
言
の

中
に
、
持
統
天
皇
の
『
春
す
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
云
々
』
の
歌
、
赤
人
の
『
田

子
の
浦
ゆ
云
々
」
の
歌
、
実
朝
の
『
箱
根
路
を
わ
が
越
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海
や

沖
の
小
島
に
波
の
よ
る
見
ゆ
」
の
歌
な
ど
を
批
評
し
て
、

 
こ
れ
ら
さ
せ
る
い
ま
し
め
と
な
り
ぬ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、
つ
ゆ
ほ
ど
も
理

 
に
た
が
ひ
た
る
事
あ
ら
で
自
然
の
景
色
を
の
べ
た
れ
ば
、
人
の
心
を
和
ぐ
べ

 
く
、
 
（
全
一
四
二
頁
）

と
言
っ
て
、
実
景
の
写
実
的
表
現
を
、
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
人
の
心
を
和

げ
て
人
生
に
有
益
で
あ
る
と
賞
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

又
そ
の
反
対
の
場
合
例
え
ば
、
定
家
の
『
駒
之
め
て
袖
う
ち
佛
ふ
か
げ
も
な
し
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佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
」
の
歌
の
様
に
、
苦
し
い
雪
景
色
を
美
化
し
て
表

現
し
た
も
の
を
、
 
「
か
く
苦
し
き
こ
と
を
お
も
し
ろ
き
や
う
に
よ
み
侍
る
こ
と

お
ほ
き
な
る
人
の
害
と
も
な
り
侍
り
ぬ
べ
き
』
（
歌
体
約
言
）
と
言
っ
て
、
実

景
実
情
を
直
叙
し
な
い
で
、
作
為
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
、
人
生
に
有
害
な
歌

だ
と
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

占ノ、

実
情
の
安
ら
か
な
表
現
と
い
う
意
味
の
『
理
」
を
、
宗
武
は
古
代
歌
集
の
万
葉

集
に
よ
っ
て
発
見
し
た
。

そ
し
て
宗
武
は
こ
う
考
え
た
。
こ
と
わ
り
を
忘
れ
、
わ
ざ
を
重
ん
ず
る
様
に
な

っ
た
の
は
、
古
今
集
に
初
ま
り
、
新
古
今
世
に
至
っ
て
極
端
に
な
っ
た
。
だ
か

ら
和
歌
は
後
世
に
至
る
に
随
っ
て
衰
微
の
一
途
を
辿
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ち
ょ
う
ど
政
治
が
世
と
共
に
衰
頽
し
て
来
た
事
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

現
今
は
罐
現
様
お
示
し
に
よ
っ
て
世
は
興
隆
に
向
か
っ
て
い
る
の
に
、
歌
道
だ

け
は
後
世
の
風
で
あ
る
の
は
歎
か
わ
し
い
限
り
で
あ
る
。
歌
道
を
万
葉
の
古
風

に
復
し
て
、
文
化
の
興
隆
、
延
い
て
は
政
治
道
徳
の
昂
揚
と
徳
川
幕
府
の
繁
栄

を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
武
は
こ
の
様
に
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
体

約
言
の
序
に
、

 
我
君
の
四
つ
御
祖
の
神
々
、
世
の
中
を
治
め
さ
せ
給
ひ
て
、
四
つ
の
海
の
波

 
立
た
ず
、
民
も
戸
ざ
し
を
忘
れ
て
、
ま
こ
と
に
世
の
勢
も
古
に
か
へ
り
け

 
り
。
さ
れ
ど
い
か
な
る
に
か
、
歌
の
み
乱
れ
た
る
世
の
ま
＼
な
る
風
な
る
ぞ

 
な
げ
か
し
き
、
（
全
一
六
二
頁
）

し
た
が
っ
て
『
臣
が
ま
な
ぶ
こ
㌧
ろ
は
専
ら
人
魚
、
赤
人
の
風
情
を
た
ふ
と

田
 
安
 
宗
 
武
 
考
（
そ
の
一
）
一
文
芸
論
を
中
心
と
し
て
一

む
』
 
（
歌
体
約
言
）
と
堂
々
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

右
の
直
な
宗
武
の
理
念
は
、
彼
の
実
作
の
上
に
も
、
又
古
歌
の
鑑
賞
批
評
の
上

に
も
、
矛
盾
す
る
事
な
く
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

賀
茂
眞
渕
の
百
人
一
首
古
説
に
対
し
て
、
宗
武
が
私
注
を
加
え
て
評
論
し
た
『

小
倉
百
首
童
蒙
訓
」
に
よ
っ
て
、
宗
武
の
古
歌
に
対
す
る
見
解
を
見
て
み
よ
う

貞
信
公
の
『
小
倉
山
峯
の
も
み
ち
葉
心
あ
ら
ば
今
ひ
と
た
び
の
御
幸
ま
た
な

む
」
に
対
し
て
、

 
此
比
の
歌
に
か
ば
か
り
安
ら
か
に
し
ら
べ
め
で
た
き
は
稀
也
。
 
（
土
岐
善
麿

 
長
安
宗
武
第
二
冊
三
〇
九
頁
）

法
性
寺
入
道
の
『
わ
た
の
原
こ
ぎ
出
て
見
れ
ば
久
方
の
雲
居
に
ま
が
ふ
沖
の
白

波
』
に
対
し
て
は
、

 
此
比
の
歌
に
は
い
と
安
ら
か
に
て
よ
し
。
 
（
全
三
四
三
頁
）

と
言
っ
て
、
知
巧
の
あ
と
の
見
え
な
い
写
実
的
歌
を
誉
め
て
い
る
し
、
こ
の
他

に
も

 
曲
も
な
く
安
ら
か
な
り

 
曲
も
な
く
聞
き
よ
し

 
甚
だ
し
ぎ
曲
な
り

等
の
批
評
語
が
屡
ζ
見
ら
れ
る
。
安
ら
か
に
技
巧
の
な
い
歌
を
営
め
、
そ
の
反

対
を
『
曲
が
あ
る
』
と
言
っ
て
斥
け
て
い
る
。
文
屋
康
秀
の
「
吹
く
か
ら
に
秋

の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
む
べ
山
風
を
嵐
と
い
ふ
ら
ん
」
の
歌
に
つ
い
て
、

 
吹
く
か
ら
に
の
歌
は
め
づ
ら
か
に
よ
ま
む
と
の
み
思
ひ
て
し
み
て
よ
み
た
れ

 
ば
、
つ
づ
け
が
ら
も
あ
し
き
な
り
。
さ
れ
ば
趣
向
は
プ
つ
か
む
ま
～
に
て
し
ら

 
べ
を
と
㌧
の
へ
む
こ
と
を
思
ふ
べ
き
也
。
め
づ
ら
か
に
と
志
し
て
は
し
ら
べ

 
も
か
た
く
な
に
な
る
な
り
。
 
（
全
量
〇
五
頁
）
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と
言
っ
て
趣
向
あ
る
歌
を
斥
け
て
い
る
。
又
、
赤
人
の
『
田
子
の
浦
に
』
の
歌

に
つ
い
て
、
万
葉
集
の
原
作
を
改
作
し
て
百
人
一
首
に
出
し
た
の
は
、
後
世
風

の
悪
い
考
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
縁
語
掛
詞
等
に
つ
い
て
も
、
後
世

の
歌
の
技
巧
的
で
悪
い
例
だ
と
し
て
排
斥
し
て
い
る
。
和
歌
の
用
語
も
古
代
の

語
は
優
れ
て
い
る
が
、
後
世
に
至
っ
て
堅
し
く
な
っ
た
の
で
、
古
語
を
用
い
ね

ば
な
ら
ぬ
と
、
屡
く
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
徴
証
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
様
に
、
宗
武
の
歌
論
に
お
け
る
『
理
』
の

本
質
は
、
事
象
の
本
然
の
姿
を
素
直
に
表
現
す
る
事
に
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
具

体
的
作
品
を
万
葉
集
に
よ
っ
て
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
彼
は
萬
葉
歌

風
の
真
髄
を
体
得
し
て
そ
れ
を
自
分
の
創
作
態
度
と
し
て
確
立
す
る
事
が
出
来

た
の
で
あ
る
。

尚
右
の
安
ら
か
な
表
現
と
言
う
歌
論
は
、
必
ず
し
も
宗
武
が
初
め
て
提
唱
し
た

事
と
は
限
ら
な
い
。
定
家
の
毎
月
抄
に
は
、
秀
逸
な
歌
に
つ
い
て
、
「
詞
な
べ

て
つ
づ
け
が
た
き
が
、
し
か
も
や
す
ら
か
に
き
こ
ゆ
る
や
う
に
て
云
々
」
と
あ

る
様
に
、
や
す
ら
か
な
詞
と
い
う
用
語
例
が
見
ら
れ
る
。
又
堂
上
歌
学
に
於
て

も
、
類
似
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
■
烏
丸
光
廣
が
細
川
幽
斎
の
歌
論
を
、
慶
長
三
年
か
ら
七
年

に
亘
っ
て
聞
書
し
た
『
耳
底
記
」
に
よ
れ
ば
、

 
風
情
を
も
と
め
す
ご
す
な
り
。
ま
つ
さ
ら
り
と
よ
む
べ
し
。
さ
て
自
然
に
風

 
情
を
も
と
め
よ
む
べ
き
な
り
。
 
（
申
略
）
ま
っ
た
け
た
か
く
す
な
ほ
に
よ
み

 
習
ふ
べ
し
。
 
（
日
本
歌
学
大
系
六
巻
一
六
六
頁
）

と
あ
る
し
、
こ
の
他
に
も
堂
上
歌
学
の
歌
論
に
は
、
か
よ
う
な
語
が
見
ら
れ

る
。宗

武
は
若
年
の
頃
堂
上
歌
人
の
指
導
を
受
け
た
の
で
、
二
条
家
歌
学
に
お
け

る
こ
の
様
な
歌
論
に
接
し
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、

何
れ
に
し
て
も
、
堂
上
歌
人
の
歌
論
は
二
条
家
伝
来
の
平
淡
味
の
歌
風
を
尚
ぶ

意
味
の
『
さ
ら
り
と
し
た
す
な
ほ
な
表
現
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
勅
撰
集
や
為

家
頓
阿
の
歌
風
を
目
標
と
す
る
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
宗
武
は
『
安
ら
か
な
表

'
現
』
を
万
葉
集
に
よ
っ
て
発
見
し
た
所
に
、
そ
の
重
大
な
相
違
点
が
あ
る
の
で

あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下
次
号
）
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