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江
戸
時
代
知
識
人
の
壬
辰
倭
乱
批
判

― 

貝
原
益
軒
と
乳
井
貢
の
場
合 

―

仲　
　

尾　
　
　
　
　

宏

は
じ
め
に

徳
川
政
権
が
支
配
者
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
前
政
権
が
実
行
し
た
朝
鮮
侵
略
＝
壬
辰
倭
乱
（
文
禄
・
慶
長
役
）
に
対
す
る
批
判
的
視
点
を
も
っ
た
知
識
人

は
数
少
な
か
っ
た
。
国
学
が
勃
興
し
、
前
近
代
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
て
く
る
一
八
世
紀
中
葉
以
前
、
す
な
わ
ち
「
太
閣
の
軍
役
」
の
記
憶
が
ま
だ
人
び
と
の

間
に
上
下
を
問
わ
ず
そ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
時
期
で
も
、
そ
れ
は
「
軍
功
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
思
想
状
況
の
中
で
雨
森
芳
洲
が
『
交

隣
堤
醒
』
に
お
い
て
豊
臣
秀
吉
の
始
め
た
あ
の
戦
争
は
「
無
名
の
師
を
起
し
、
両
国
無
数
の
人
民
を
殺
害
せ
ら
れ
た
る
事
に
候
ヘ
バ
、
其
の
暴
悪
を
‥
」
と
明
確
に
批
判

し
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
僅
少
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
徳
川
政
権
下
で
は
前
代
の
豊
臣
秀
吉
政
権
の
起
こ
し
た
朝
鮮
侵
略
戦
争
、す
な
わ
ち
壬
辰
倭
乱
に
対
す
る
批
判
論
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
福
岡
藩
の
学
者
・

貝
原
益
軒
と
津
軽
藩
の
乳
井
貢
の
二
人
は
儒
教
的
な
道
徳
理
念
か
ら
明
確
に
秀
吉
の
は
じ
め
た
対
外
戦
争
が
道
理
に
は
ず
れ
、
人
民
を
苦
し
め
た
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
批
判
し

て
い
る
。
そ
の
時
期
は
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
の
一
八
世
紀
後
半
か
ら
は
国
学
思
想
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
神
国
論
が
台
頭
し
、
こ

の
二
人
の
よ
う
な
論
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
二
人
の
論
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
義
を
問
う
。

ノ
ー
ト
概
要

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
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一
代
の
碩
学
で
あ
り
、
幕
府
の
要
路
者
で
あ
っ
た
新
井
白
石
も
「
東
照
宮
、
前
代
の
非
を
改
め
ら
れ
」（『
朝
鮮
聘
使
後
議
』）
と
は
い
う
が
、
そ
の
表
現
は
主
体
的
で
は

な
く
、
国
交
回
復
の
経
過
の
中
で
徳
川
政
権
ま
た
は
対
馬
藩
が
そ
の
よ
う
な
言
質
を
朝
鮮
側
に
与
え
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
雨
森
芳
洲
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
、「
壬
辰
倭
乱
」
を
明
確
に
批
判
し
て
い
た
数
少
な
い
事
例
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

一
．
貝
原
益
軒
の
場
合

貝
原
久
兵
衛
篤
信
（
益
軒
）（
一
六
三
〇
〜
一
七
一
四
）
は
筑
前
黒
田
氏
の
福
岡
藩
儒
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て
好
学
の
士
で
あ
り
、
藩
主
の
侍
講
と
な
り
、
重
用
さ
れ
た
。

彼
の
朝
鮮
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
藩
領
に
漂
着
す
る
朝
鮮
船
乗
員
と
の
筆
談
調
査
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
六
八
二
（
天
和
二
）
年
の
藍

島
で
の
通
信
使
接
待
の
時
に
は
藩
主
の
命
に
よ
り
甥
の
貝
原
好
古
や
彼
の
門
人
と
と
も
に
一
行
随
員
の
書
記
・
李

齢
（
鵬
溟
）
と
儒
学
に
関
す
る
問
答
を
行
い
、
ま
た

詩
文
の
贈
答
（
同
年
に
『
倭
韓
筆
語
唱
和
』
と
し
て
刊
行
）
を
し
て
い
る
が
、
益
軒
の
詩
文
を
一
行
の
押
物
通
事
で
漢
学
訳
官
の
金
指
南
は
「
文
人
賛
美
せ
ざ
る
は
な
し
」

と
評
し
て
い
る
。
次
の
一
七
一
一
（
正
徳
元
）
年
の
場
合
益
軒
は
す
で
に
八
二
歳
の
老
齢
で
あ
り
、
面
会
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
弟
子
の
竹
田
春
庵
ら
に
対
し
て
筆
談
の
場

合
の
語
句
の
訂
正
、
ま
た
朝
鮮
の
文
物
に
関
す
る
質
問
事
項
な
ど
を
準
備
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
事
跡
に
先
立
っ
て
益
軒
は
一
六
七
一
（
寛
文
一
一
）
年
に
藩
か
ら
『
黒
田
家
譜
』
編
纂
の
命
を
受
け
た
。
幕
藩
体
制
の
安
定
と
と
も
に
、
藩
祖
た
ち
の
功
績

を
記
録
し
、
後
の
藩
政
に
役
立
た
せ
る
と
と
も
に
幕
府
に
対
す
る
藩
の
功
績
を
誇
る
手
だ
て
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
歴
史
研
究
に
一
方
な
ら
ぬ
興
味
を
も
っ

て
い
た
益
軒
は
藩
命
を
ま
た
ず
既
に
資
料
収
集
も
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
編
纂
事
業
は
順
調
に
進
み
、
一
六
七
八
（
延
宝
六
）
年
に
は
全
一
二
巻
の
『
黒
田
家
譜
』

が
完
成
し
た
。
こ
の
『
家
譜
』
は
そ
の
の
ち
も
度
々
改
訂
を
重
ね
、
一
六
八
七
（
貞
享
四
）
年
に
は
改
正
本
が
成
立
し
た
。
そ
の
間
も
益
軒
は
常
に
改
訂
作
業
の
準
備
を

し
て
い
た
よ
う
で
、『
家
譜
』
に
関
連
し
た
『
黒
田
家
臣
由
来
記
』
三
巻
、『
黒
田
記
略
』
三
巻
な
ど
を
著
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
六
八
八
（
元
禄
元
）
年
四
月
に
は
「
改

正
本
『
黒
田
家
譜
』」
を
前
藩
主
光
之
と
藩
主
綱
之
に
献
じ
、
五
〇
両
を
賜
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
益
軒
存
命
中
の
『
家
譜
』
は
こ
の
年
の
著
作
が
一
応
、
完
成
本

と
み
ら
れ
よ
う
。

さ
て
『
家
譜
』
で
あ
る
が
、
博
学
で
史
料
博
捜
に
手
間
を
惜
し
ま
な
い
益
軒
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
若
年
よ
り
本
草
学
や
医
学
・
薬
学
に
も
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た

益
軒
の
こ
と
と
て
、
そ
の
叙
述
は
冷
静
、
か
つ
客
観
的
な
評
価
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
を
志
し
、
藩
外
の
史
料
を
も
参
照
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
り
、
単
な
る
「
軍
記
物
」
や
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軍
功
談
・
名
君
伝
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。ま
た
一
次
史
料
の
引
用
も
各
所
に
み
ら
れ
る
。本
論
の
主
題
で
あ
る
壬
辰
倭
乱
に
関
し
て
例
を
示
そ
う
。一
五
九
八（
慶
長
二
）年
、

秀
吉
死
去
後
、
明
の
大
軍
が
撤
退
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
軍
勢
を
追
撃
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
一
時
は
徳
川
家
康
も
渡
海
し
て
明
軍
と
一
戦
を
交
え
る
覚
悟
を
決
め
て
い
た
。

が
、
そ
の
後
島
津
軍
の
働
き
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
は
杞
憂
に
終
わ
っ
た
の
で
加
藤
清
正
と
相
談
し
て
釜
山
ま
で
撤
退
す
る
よ
う
在
陣
中
の
黒
田
甲
斐
守
長
政
に
対
し

て
家
康
か
ら
の
直
接
の
指
示
が
あ
っ
た
、
と
い
う
一
件
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
長
政
宛
家
康
の
書
状
が
次
よ
う
に
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。（『
家
譜
巻
之
八
』

貝
原
益
軒
全
集
第
五
巻
）

　

 

御
折
紙
披
見
祝
着
の
至
候
。
仍
大
明
人
數
出
候
由
承
無
御
心
元
候
處
、
差さ
せ
る儀
無
之
由
令
滿
足
候
。
其
表
主
計
頭
有
御
談
合
、
釜
山
浦
迄
被
引
執
儀
專
一
存
候
。
委
細

使
者
可
被
申
候
條
不
閲
能
具
候
。
恐
々
謹
言

　

尚
以
其
元
様
子
依
無
御
心
元
、
藤
堂
佐
渡
守
爲
案
内
者
被
越
事
候
。
以
上

　

十
月
二
十
七
日　
　

家　

康　

御
書
判

　

黒
田
甲
斐
守
殿

す
な
わ
ち
、
長
政
の
不
安
な
心
情
は
す
で
に
藤
堂
高
虎
の
使
者
よ
り
訊
い
て
い
る
と
い
う
家
康
の
配
慮
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、『
家
譜
」
は
如
水
・
長
政
父
子

を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
藩
主
の
功
績
を
讃
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
「
如
水
朝
鮮
に
居
て
、
謀
を
出
し
民
を
な
づ
け
、
戦
を
つ
と
め
、
敵
を
退
け
給
ふ
こ
と
、

其
功
甚
し
。
又
長
政
朝
鮮
に
て
度
々
の
軍
功
莫
大
に
し
て
」
と
い
う
表
現
を
と
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

益
軒
の
こ
の
戦
争
に
対
す
る
史
観
ま
た
は
見
方
は
次
の
三
個
所
の
叙
述
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
さ
さ
れ
て
い
る
。
少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
、
そ
の
全
文
を
み
よ
う
。
そ

の
う
ち
第
一
の
個
所
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
二
節
で
改
め
て
触
れ
る
。（『
家
譜
巻
之
六
』
貝
原
益
軒
全
集
第
五
巻
）

　

 

凡
軍
を
起
す
に
五
の
品
あ
り
。
第
一
に
亂
を
す
く
ひ
、
暴
を
う
つ
は
義
兵
な
り
。
是
武
を
用
る
の
本
意
也
。
第
二
に
敵
國
よ
り
み
だ
り
に
我
國
を
侵
す
時
、
や
む
事

を
得
ず
し
て
起
こ
す
を
應
兵
と
い
ふ
。
是
又
義
理
に
そ
む
か
ず
。
第
三
に
細
事
を
爭
ひ
、
恨
み
て
戰
を
起
こ
す
は
忿
兵
也
。
是
忿
に
よ
つ
て
お
こ
す
兵
也
。
第
四
に

人
の
國
郡
を
む
さ
ぼ
り
取
ん
た
め
に
起
す
は
貪
兵
也
。
是
利
欲
よ
り
起
る
。
後
代
の
軍
を
起
す
は
、
多
く
は
人
の
國
郡
奪
わ
ん
が
た
め
也
。
故
に
貪
兵
多
し
。
第
五
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に
我
が
武
威
を
敵
に
見
せ
ん
爲
に
起
す
は
驕
兵
也
。
和
漢
古
今
兵
を
起
す
の
故
多
し
と
い
ヘ
ど
も
、
此
五
に
は
出
ず
。
此
五
の
内
義
兵
と
應
兵
と
は
、
君
子
の
用
ゆ

る
所
な
り
。
餘
の
三
の
者
は
、
道
理
に
背
く
故
、
君
子
の
用
ひ
ざ
る
所
也な
り

。
兵
は
國
家
の
大
事
、
治
亂
存
亡
の
か
ヽ
る
所
、
敵
見
方
の
士
卒
萬
民
を
殺
し
て
、
天
道

の
惡
み
給
ふ
所
な
れ
ば
、
義
兵
應
兵
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
妄
に
發
す
べ
か
ら
ず
。
今
度
太
閤
の
と
が
な
き
朝
鮮
を
討
給
ふ
は
、
義
兵
に
あ
ら
ず
。
若
貪
兵
な
ら
ば
君
子

の
戰
に
あ
ら
ず
と
、
時
の
人
議
し
あ
へ
り
。

第
二
の
個
所
は
耳
斬
り
、
実
は
鼻
斬
り
に
か
か
わ
る
秀
吉
の
下
知
の
こ
と
で
あ
る
。
益
軒
は
神
功
説
話
な
ど
を
枕
に
し
て
京
都
に
築
い
た
「
耳
塚
」
の
こ
と
を
記
述
し

て
い
る
が
、そ
の
趣
意
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
秀
吉
の
出
兵
が
い
た
ず
ら
に
人
を
殺
す
こ
と
に
終
始
し
た
、と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
益
軒
が
徳
川
政
権
下
に
あ
っ
て
、

徳
川
家
康
と
対
比
し
て
前
代
の
始
め
た
対
外
戦
争
の
非
を
強
調
す
る
た
め
に
述
べ
た
こ
と
と
は
い
え
、
壬
辰
倭
乱
全
体
の
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。（『
家
譜
巻
之
七
』
貝
原
益
軒
全
集
巻
之
五
）

　
　

秀
吉
公
其
馘
を
あ
つ
め
て
京
都
へ
の
ぼ
せ
、
大
佛
の
前
に
埋
め
て
耳
塚
を
つ
か
せ
ら
る
。（
中
略
）

　

 

神
功
皇
后
新
羅
を
征
伐
し
給
て
歸
陣
の
時
、
此
國
香
椎
の
里
に
止
り
給
ひ
、
馘
塚
を
つ
か
せ
給
て
今
に
あ
り
。
又
も
ろ
こ
し
に
敵
の
死
骸
を
多
く
つ
み
て
、
其
上
に

土
を
高
く
封
し
て
是
を
京
き
ょ
う
く
わ
ん
觀
と
名
づ
く
。
京
觀
と
は
大
に
し
め
す
と
い
ふ
意
な
り
。
敵
に
打
勝
て
其
の
し
る
し
を
殘
し
、
吾
子
に
先
祖
の
武
功
を
忘
れ
ざ
る
様
に
、

大
に
し
め
す
と
な
り
。
秀
吉
公
馘
を
献
ぜ
し
め
、
耳
塚
を
つ
か
せ
給
ふ
事
は
、
是
に
似
た
り
と
い
ヘ
ど
も
、
そ
の
兵
を
用
い
ら
れ
し
道
は
異
な
り
、
惡
逆
を
な
し
國

を
妨
げ
民
を
害
す
る
者
を
亡
し
て
、
永
く
子
孫
に
武
を
し
め
す
は
、
古
の
道
な
り
。
又
武
と
い
ふ
文
字
は
止
戈
と
か
き
た
れ
ば
、
武
を
用
い
て
敵
を
う
つ
は
、
亂
を

し
づ
め
民
を
や
す
ん
じ
、戈
を
や
め
ん
が
た
め
也
。
人
の
國
を
む
さ
ぼ
り
て
、人
を
多
く
殺
す
を
武
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
天
道
は
生
ず
る
を
好
み
、殺
す
事
を
に
く
み
、

善
に
福
し
、
惡
に
禍
し
給
ふ
。

　

 

善
惡
の
報
應
は
、必
然
の
理
な
り
。う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。こ
ヽ
を
以
、古
よ
り
和
漢
と
も
に
人
を
多
く
殺
せ
し
將
は
、必
家
亡
び
て
子
孫
つ
ヾ
か
ず
。天
道
お
そ
る
べ
し
。

戰
に
臨
ん
で
人
を
殺
す
は
、
や
む
事
を
得
ず
し
て
な
り
。
人
を
殺
す
事
を
好
む
に
あ
ら
ず
。
人
を
多
く
殺
さ
ず
し
て
、
敵
を
服
す
る
を
良
將
と
い
ふ
。
朝
鮮
の
松
雲

が
四
溟
堂
集
に
秀
吉
は
好　ンデレ
殺
レ
人　ヲ
聞
見
畏　ル
レ
之　ヲ
。
家
康
は
人
を
殺
す
事
を
不
レ
好
し
て
人
皆
服
レ
之
、
且
秀
賴
の
存
亡
未
レ
可
レ
知
と
書
し
は
、
げ
に
も
と
ぞ
覺
え
侍
る
。
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○
其
後
太
閤
よ
り
耳
を
ば
切
べ
か
ら
ず
。
鼻
を
か
き
て
指
上
候
へ
と
ぞ
仰
付
ら
れ
け
る
。

第
三
の
個
所
は
一
五
九
七
（
慶
長
二
）
年
、
秀
吉
が
明
と
の
和
議
に
お
い
て
、
朝
鮮
南
四
道
の
割
譲
な
ど
の
条
件
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
再
度
の
侵

略
戦
争
を
企
て
た
こ
と
に
関
す
る
論
評
で
あ
る
。
益
軒
は
こ
こ
で
再
度
の
戦
争
開
始
に
対
す
る
人
び
と
の
感
情
を
「
其
の
は
て
い
か
が
あ
ら
ん
と
、
心
あ
る
人
は
な
げ
き

あ
へ
り
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
が
、
率
直
な
厭
戦
感
情
が
横
溢
し
て
い
た
こ
と
を
適
切
に
言
い
当
て
て
い
る
と
い
え
る
。（『
黒
田
家
譜
巻
之
八
』「
益
軒
全
集
」

巻
之
五
）

　

慶
長
二
年
、
如
水
五
十
二
歳
。
長
政
三
十
歳
。

　

 

○
秀
吉
公
去
秋
朝
鮮
と
和
議
を
や
ぶ
り
、
來
春
は
ふ
た
ヽ
び
朝
鮮
を
う
つ
べ
き
よ
し
、
西
國
の
諸
將
に
命
じ
給
ひ
し
か
ば
、
下
知
を
う
け
し
諸
人
又
朝
鮮
に
渡
る
べ

き
軍
い
く
さ

用
意
を
專
に
す
。
あ
ら
玉
の
年
た
ち
か
へ
り
、
天
地
の
和わ
き
お
こ
な
は

氣
行
る
ヽ
時
な
れ
ば
、
民
を
め
ぐ
み
、
仁
を
施ほ
ど
こし
給
ふ
べ
き
折
な
る
に
引
か
へ
て
、
う
つ
べ
き
故
な

く
し
て
、
ふ
た
ヽ
び
我
よ
り
兵
を
お
こ
し
給
ふ
事
、
天
地
の
道
に
そ
む
き
給
へ
ば
、
其
は
て
い
か
ヾ
あ
ら
ん
と
、
心
あ
る
人
は
な
げ
き
あ
へ
り
。

（
以
上
の
引
用
は
い
ず
れ
も
益
軒
会
編
『
益
軒
全
集
』
国
書
刊
行
会
発
行　

一
九
七
三
年
。『
黒
田
家
譜
』
は
そ
の
の
ち
こ
の
刊
本
を
も
と
に
、
川
添
昭
二
校
訂
『
新
訂

黒
田
家
譜
』
と
し
て
一
九
八
三
年
に
文
献
出
版
か
ら
あ
ら
た
め
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。）

以
上
あ
げ
た
三
個
所
に
お
い
て
益
軒
は
壬
辰
倭
乱
と
そ
の
戦
場
で
の
秀
吉
麾
下
の
日
本
軍
の
戦
闘
行
為
が
「
君
子
の
戦
に
あ
ら
ず
」、
す
な
わ
ち
忿
兵
で
あ
り
、「
人
の

国
を
む
さ
ぼ
り
て
、
人
を
多
く
殺
す
を
武
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
天
道
は
生
ず
る
を
好
み
、
殺
す
こ
と
を
に
く
み
、
善
に
福
し
、
悪
に
禍
し
給
ふ
」、
ま
た
再
戦
に
つ
い
て

も
「
天
地
の
道
に
そ
む
き
給
へ
ば
、
其
は
て
い
か
が
あ
ら
ん
と
、
心
あ
る
人
は
な
げ
き
あ
へ
り
」
と
当
時
の
風
評
に
仮
託
し
て
で
は
あ
る
が
道
理
の
な
か
っ
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
の
豊
臣
政
権
の
滅
亡
を
見
た
上
で
の
論
評
で
あ
る
に
し
ろ
、
壬
辰
倭
乱
全
体
が
無
益
・
無
体
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
「
人

の
国
を
む
さ
ぼ
り
て
」
と
い
う
よ
う
に
対
外
侵
略
戦
争
に
理
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
論
拠
を
「
天
道
」
と
い
う
儒
教
的
倫

理
に
求
め
、人
倫
に
反
す
る
行
為
で
は
な
い
か
、と
問
う
て
い
る
。
益
軒
が
篤
実
な
朱
子
学
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
論
拠
を
用
い
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

藩
命
に
よ
っ
て
、
藩
祖
の
黒
田
官
兵
衛
孝
高
、
そ
の
子
甲
斐
守
長
政
の
功
績
を
軸
に
『
家
譜
』
に
お
い
て
朝
鮮
役
を
叙
述
す
る
こ
と
が
益
軒
の
使
命
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
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以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
学
者
と
し
て
こ
の
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
み
る
べ
き
か
、
と
い
う
視
点
を
な
ん
と
か
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
工
夫
が
こ
こ
に
窺
え
る
。
こ
れ

に
は
日
本
に
当
時
存
在
し
た
壬
辰
倭
乱
に
関
す
る
諸
史
料
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
側
の
史
書
も
参
酌
し
た
ふ
し
が
あ
る
。

二
．『
黒
田
家
譜
』
と
柳
成
龍
『
懲
毖
録
』
序
文
と
の
比
較

さ
て
先
に
紹
介
し
た
益
軒
編
纂
の
『
黒
田
家
譜
』
巻
之
六
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
な
ど
の
中
国
古
典
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
五
つ
の
用
兵
論
は
、
壬
辰
倭
乱
直
前
に
来

日
し
た
朝
鮮
通
信
使
の
正
使
で
あ
り
、
後
に
領
議
政
に
進
ん
だ
柳
成
龍
の
著
『
懲
毖
録
』
の
益
軒
の
序
文
と
瓜
二
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
序
文
を

み
よ
う
。

 　

伝
曰
、
用
兵
有
五
、
曰
義
兵
、
曰
応
兵
、
曰
貪
兵
、
曰
驕
兵
、
曰
忿
兵
、
五
之
中
、
義
兵
與
応
兵
、
君
子
之
所
用
也
。
伝
又
曰
、
国
雖
大
、
好
戦
必
亡
、
天
下
雖
安

忘
戦
則
必
危
。
好
與
忘
二
者
、
可
以
不
戒
乎
哉
。
曩
昔
、
豊
臣
氏
之
伐
朝
鮮
也
、
可
謂
貪
兵
兼
驕
與
忿
、
不
可
為
義
兵
。
又
非
不
得
巳
而
用
之
、
所
謂
好
戦
者
也
。
是

天
道
之
所
悪
、
其
終
亡
者
、
固
其
所
也
。

す
な
わ
ち
、「
伝
に
曰
く
」
と
し
て
こ
の
五
つ
の
用
兵
論
が
益
軒
の
独
創
で
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
り
つ
つ
秀
吉
の
兵
が
貪
・
驕
・
忿
を
か
ね
た
兵
で
あ
っ
て
義
の
あ
る
兵

で
な
い
こ
と
、
ま
た
や
む
を
得
ず
出
兵
し
た
も
の
で
な
く
、
所
謂
戦
さ
を
好
む
も
の
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
べ
て
い
る
。『
家
譜
』
の
文
章
は
こ
の
こ
と
を
平
易
に

書
き
改
め
る
と
同
時
に
、
秀
吉
が
「
と
が
な
き
朝
鮮
を
討
ち
給
ふ
は
義
兵
に
非
ず
、
も
し
貪
兵
な
ら
ば
君
子
の
戦
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
「
天
道
の
憎
む
と
こ
ろ
」
と
同
義

の
用
語
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
末
尾
に
『
家
譜
』
で
は
「
時
の
人
議
し
あ
へ
り
」
と
い
う
言
葉
を
補
っ
て
益
軒
自
身
の
主
張
と
せ
ず
、や
や
曖
昧
な
表
現
に
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
文
章
が
益
軒
の
主
観
的
主
張
で
あ
る
と
と
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
周
到
な
煙
幕
を
張
っ
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
の
文
章
で
益
軒
は
朝
鮮
が

十
分
な
防
備
体
制
が
な
く
、
危
機
に
陥
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
柳
成
龍
の
反
省
の
書
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
ま
た
日
本
国
内
の
書
と
し
て
は
堀
正
意
（
杏
庵
）
の
『
朝

鮮
征
伐
記
』
を
あ
げ
て
こ
の
二
書
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
実
録
」
と
す
る
に
足
り
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
杏
庵
の
書
は
一
六
五
九
（
万
治
二
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
題
名
ほ
ど
に
は
一
方
的
な
記
述
で
は
な
く
、
か
な
り
の
部
分
で
史
実
に
も
足
を
お
い
た
絵
入
り
読
み
物
で
あ
る
。
ま
た
益
軒
が
こ
の
主
張
の
根
拠
と

し
て
い
る
「
君
子
の
道
」「
天
道
」
と
は
彼
が
『
五
常
訓
』
一
七
一
一
（
宝
永
八
＝
正
徳
元
）
年
刊
行
〕
で
論
じ
て
い
る
孔
孟
、
そ
し
て
朱
子
の
説
に
よ
る
為
政
者
の
と
る

べ
き
政
道
の
あ
り
か
た
に
則
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。文
禄
・
慶
長
の
時
代
に
は
秀
吉
の
対
外
軍
略
に
対
す
る
ひ
そ
か
な
批
判
や
厭
戦
気
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
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儒
教
的
徳
目
か
ら
す
る
批
判
は
ま
だ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
「
時
の
人
議
し
あ
へ
り
」
と
い
う
表
現
は
益
軒
の
作
為
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
『
家
譜
』
や
「
序
文
」
に
こ
め
ら
れ
た
思
想
の
意
義
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
『
懲
毖
録
』
序
文
は
一
六
九
五
（
元
禄
八
）
年
に
京
都
の
大
和
屋
伊
兵
衛
が
出
版
し
た
も
の
で
あ
り
、
益
軒
が
そ
の
前
後
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
一
秩
四
冊
に
と
じ
ら
れ
た
『
懲
毖
録
』
の
巻
之
四
大
尾
に
「
元
禄
八
乙
亥
年
正
月　

日　

京
二
条
通　

大
和
屋
伊
兵
衛
写
板
」
の
文
字
、
お
よ
び
「
序
文
」
末
尾
の

「
元
禄
乙
亥
芒
種　

後
学
筑
前
州
貝
原
篤
信
義
」
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
る
。
こ
の
年
、
六
六
歳
の
益
軒
は
四
月
下
旬
に
出
京
し
、
同
年
帰
国
し
て
い
る
。（
前

出
文
献
出
版
本
『
全
集
』
第
一
巻
「
益
軒
先
生
年
譜
」
ほ
か
。）
し
た
が
っ
て
こ
の
時
、
大
和
屋
の
求
め
に
よ
っ
て
こ
の
「
序
文
」
を
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が

益
軒
は
こ
の
時
『
懲
毖
録
』
を
は
じ
め
て
目
に
し
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
序
文
」
中
に
出
て
く
る
掘
杏
庵
『
朝
鮮
征
伐
記
』
の
出
版
は
そ
の
三
六

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
益
軒
の
第
二
次
の
『
家
譜
』
改
訂
版
で
あ
る
「
貞
享
本
」
は
一
六
ハ
八
七
（
貞
享
四
）
年
に
完
成
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
ま
で
に
益
軒
は

す
で
に
『
懲
毖
録
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
中
村
栄
孝
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
・
中
』（
一
九
六
九
年
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
と
こ
の
書
は
対
馬
ル
ー

ト
で
か
な
り
早
く
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
経
緯
は
な
お
不
明
、
と
し
し
つ
も
一
六
九
三
（
元
禄
六
）
年
に
京
都
で
出
版
さ
れ
た
松
下
見
林
の
『
異
称

日
本
伝
』
に
『
懲
毖
録
』
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
先
の
『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
万
治
年
間
以
降
、
益
軒
は
こ
の
松
下
見
林
と
親
交
を
深

め
て
い
た
、
と
い
う
か
ら
あ
る
い
は
見
林
か
ら
本
書
の
存
在
を
教
示
さ
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
異
称
日
本
伝
』
は
一
六
八
八
（
元
禄
元
）
年
、
松
下
見
林
が

序
文
を
認
め
、
上
・
中
・
下
三
巻
一
五
冊
の
う
ち
、
下
巻
に
『
東
国
通
鑑
』『
三
国
史
記
』『
経
国
大
典
』
な
ど
の
朝
鮮
書
目
を
編
入
し
、
そ
の
最
後
の
「
巻
下
四
」
に
『
懲

毖
録
』
を
『
海
東
諸
国
紀
』
な
ど
と
共
に
編
集
し
て
い
た
。
実
際
の
開
板
は
一
六
九
三
（
元
禄
六
）
年
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
若
い
と
き
か
ら
向
学
心
が
盛
ん
で
あ
っ

た
益
軒
は
何
度
に
も
わ
た
る
京
都
や
長
崎
へ
の
出
張
や
居
住
期
間
を
含
め
て
書
肆
を
尋
ね
廻
っ
て
文
字
通
り
万
巻
の
書
冊
を
収
集
、
か
つ
読
破
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
間

に
『
懲
毖
録
』
を
直
接
入
手
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
家
譜
』
編
纂
の
際
、
秀
吉
の
「
朝
鮮
役
」
の
部
分
に
己
の
戦
役
観
と
し
て
そ
の
見
解

を
挿
入
し
た
、
と
み
て
よ
く
、
後
に
京
師
で
こ
の
書
が
刊
行
さ
れ
、
序
文
を
求
め
ら
れ
た
と
き
も
喜
ん
で
そ
の
刊
行
序
文
を
引
き
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
一
点
を
補
足
す
れ
ば
、
一
七
〇
〇
（
元
禄
一
三
）
年
、
前
藩
主
の
光
之
が
家
臣
を
よ
び
、
先
年
の
『
家
譜
』
は
信
長
・
秀
吉
時
代
か
ら
家
康
・
秀
忠
期
ま
で
の
史

料
が
漏
れ
て
い
た
り
、
家
臣
の
記
録
の
中
に
は
文
言
拙
い
も
の
も
多
い
の
で
改
正
す
る
よ
う
に
申
し
つ
け
、「
所
々
久
兵
衛
（
益
軒
）
書
評
を
加
へ
、
篤
信
お
も
へ
ら
く
な

と
と
申
所
之
有
、
後
評
は
所
詮
除
候
而
可
然
と
被
思
召
」
と
申
し
渡
し
た
。『
新
訂
黒
田
家
譜
代
附
録
』（
前
出
文
献
出
版
本
）
こ
れ
に
対
し
て
益
軒
は
「
如
御
意
古
来
之

記
録
の
こ
と
く
相
心
得
書
立
候
筈
ニ
候
」
と
弁
明
し
、「
後
序
」
に
書
立
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
と
弁
明
し
た
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
井
上
忠
『
貝
原
益
軒
』（
人
物
叢
書
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一
九
八
九
）
で
は
「
益
軒
引
用
の
中
国
・
古
語
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
は
強
く
反
対
し
て
『
一
代
限
り
の
用
で
は
な
く
後
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た

文
勢
の
上
か
ら
引
用
せ
ず
に
は
叶
わ
ぬ
所
』
と
主
張
し
、「
現
行
本
を
見
る
と
彼
の
主
張
は
叶
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
随
所
に
故
事
引
用
の
道
学
的
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
の
は
、
朱
子
学
に
た
ち
、
歴
史
を
政
治
に
資
す
る
鑑
と
す
る
彼
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。」
と
擁
護
し
て
い
る
。
壬
辰
倭
乱
に
関
す
る
益
軒
の
叙
述
個
所

も
そ
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
み
て
よ
い
。

三
．
乳
井
貢
の
場
合

乳
井
建
福
（
貢
）（
一
七
一
一
〜
九
二
）
は
陸
奥
弘
前
の
津
軽
藩
の
重
臣
で
あ
っ
た
。
こ
の
藩
は
も
と
は
五
万
石
に
も
満
た
な
い
小
藩
で
あ
っ
た
が
、次
第
に
加
増
さ
れ
、

ま
た
新
田
開
発
の
効
果
も
あ
っ
て
一
九
世
紀
初
頭
に
は
一
〇
万
石
と
な
っ
た
。
貢
は
若
年
の
時
、
小
納
戸
役
、
近
習
小
姓
な
ど
の
役
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
に
中
国
の
史

書
、
論
語
・
孟
子
ほ
か
七
経
な
ど
を
読
破
し
、
こ
れ
ら
は
「
悉
く
天
下
国
家
の
治
道
を
授
く
る
書
也
。
是
を
立
て
用
ひ
さ
れ
ば
四
海
の
内
治
道
の
術
意
を
鏡
す
べ
き
書
な
し
。

故
に
七
経
を
披
て
一
た
び
是
を
学
べ
ば
治
道
の
故
を
照
ら
し
得
る
こ
と
太
陽
星
の
東
に
出
る
如
く
、
是
を
失
ふ
時
は
太
陽
星
の
西
に
入
る
が
如
し
。」（『
志
学
幼
弁
』
巻
之

五
）
と
い
っ
て
、
そ
の
儒
学
思
想
を
単
な
る
教
養
や
訓
詁
の
学
に
と
ど
め
ず
、
治
国
平
天
下
の
教
理
と
し
て
実
践
の
指
針
に
用
い
よ
う
と
志
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
七
五
四
（
宝
暦
四
）
年
、
数
年
前
か
ら
五
穀
稔
ら
ず
、
津
軽
藩
は
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
藩
財
政
も
ま
た
危
機
に
陥
っ
て
い
た
時
、
貢
は
「
御
元
司
職
御
側
兼
帯
側
用

人
」
に
取
り
立
て
ら
れ
る
と
即
刻
藩
御
用
商
人
の
藩
に
対
す
る
借
用
証
文
を
焼
き
捨
て
、
両
三
年
中
の
皆
済
を
約
束
す
る
一
方
、
上
方
へ
の
廻
米
を
藩
内
に
残
さ
せ
る
な

ど
の
大
が
か
り
な
財
政
改
革
を
行
っ
て
藩
政
を
一
度
は
再
建
し
た
。
し
か
し
そ
の
過
激
な
政
策
に
よ
っ
て
生
じ
た
ひ
ず
み
の
責
任
を
問
わ
れ
て
失
脚
、
そ
の
後
ま
た
勘
定

奉
行
と
し
て
復
活
す
る
も
、
朋
輩
衆
の
反
発
に
よ
り
再
度
失
脚
と
い
う
運
命
の
激
変
を
再
三
味
わ
っ
た
。
要
す
る
に
、
激
情
家
で
俊
敏
針
の
ご
と
き
言
行
で
あ
っ
た
た
め
、

長
期
的
な
展
望
に
立
っ
た
施
策
で
は
な
く
、
ま
た
上
下
の
信
頼
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
も
不
向
き
な
人
柄
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
藩
主
よ
り
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
た

後
は
不
便
な
地
に
隠
棲
し
て
近
隣
の
者
た
ち
に
教
育
を
施
す
こ
と
と
、
著
述
に
専
念
す
る
こ
と
に
徹
し
た
。

彼
の
主
著
の
一
つ
で
あ
り
、本
論
で
も
と
り
あ
げ
る
『
志
学
幼
弁
』
全
一
〇
巻
は
そ
の
よ
う
な
隠
棲
生
活
中
の
一
七
六
四
（
宝
暦
一
四
）
年
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

時
あ
た
か
も
朝
鮮
通
信
使
を
江
戸
へ
迎
え
た
年
で
あ
る
が
、
彼
に
も
津
軽
藩
に
も
そ
れ
に
か
か
わ
る
出
番
は
な
か
っ
た
。
貢
の
唯
一
の
異
域
の
人
び
と
と
の
か
か
わ
り
は

藩
の
要
路
に
あ
っ
た
と
き
、
藩
領
の
外
が
浜
に
居
住
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
を
日
本
人
同
様
の
身
分
に
編
入
し
、「
同
化
」
政
策
を
執
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
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一
七
五
六
（
宝
暦
六
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
功
罪
は
と
も
か
く
、
当
時
と
し
て
は
先
鞭
的
な
政
策
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
貢
の
主
著
『
志
学
幼
弁
』
の
中
で
彼
は
「
雑
問
」
と
い
う
章
を
設
け
、
そ
の
中
で
二
つ
の
注
目
す
べ
き
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
約
六
〇
年
以
前

に
お
き
た
赤
穂
浪
士
に
よ
る
幕
府
高
家
の
吉
良
義
央
邸
乱
入
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
貢
に
よ
る
こ
の
事
件
の
評
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
或
人
ノ
曰
、
近
世
赤
穂
ノ
家
臣
四
十
七
士
亡
君
ノ
仇
ヲ
報
シ
武
名
天
下
二
塞
ル
忠
義
ノ
士
ト
謂
ツ
ヘ
シ
ヤ
、
曰
是
不
祥
ノ
臣
也
。
俗
間
ノ
見
ル
所
ヲ
以
テ
従
ヘ
ハ
忠
義

卜
評
す
も
亦
可
也
。
何
ヲ
以
て
衆
俗
ノ
口
ヲ
禁
ズ
ベ
キ
、
衆
俗
ハ
四
十
七
士
ノ
哀
情
ヲ
感
シ
テ
是
ヲ
忠
義
卜
云
フ
ノ
ミ
。
武
道
正
義
ノ
実
ヲ
察
ス
ル
ニ
足
ラ
ズ
。」（
中
略
）

「
然
ル
ニ
唯
タ
君
ノ
鬱
憤　

忿
怒
ヲ
継
テ
咎
ナ
キ
大
人
ノ
家
ニ
乱
殺
シ
主
君
ノ
罪
ヲ
十
倍
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
吉
良
子
ノ
悪
ヲ
悪
ム
コ
ト
ハ
衆
人
一
同
也
。
故
ニ
衆
情
皆

四
十
七
士
ヲ
以
テ
恵
ム
。
是
ハ
コ
レ
私
也
。
君
子
ノ
従
フ
所
ニ
ア
ラ
ス
。
故
ニ
君
子
ノ
誅
ヲ
免
レ
ズ
。
君
子
ノ
誅
ヲ
免
レ
サ
ル
者
ヲ
忠
義
ノ
名
ヲ
許
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
。

故
ニ
不
祥
ノ
臣
ト
フ
。
衆
俗
ハ
其
正
義
ヲ
執
ル
コ
ト
ナ
ク
唯
タ
惜
ム
ニ
堪
ス
シ
テ
縦
ニ
名
ヲ
付
ケ
書
ヲ
著
シ
文
ヲ
飾
リ
テ
以
テ
相
ヒ
伝
テ
止
マ
ス
。（
以
下
略
）」

貢
の
こ
の
論
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
君
臣
の
関
係
は
「
国
家
人
民
社
稷
ノ
勤
メ
ヲ
以
テ
天
命
ノ
大
順
ヲ
尽
ス
所
以
」
で
あ
る
か
ら
、
四
十
七
士
の
行
動
は
非
義
の
義
で
あ
る
、

君
臣
の
義
と
い
う
な
ら
ば
「
吉
良
子
ヲ
討
タ
ズ
シ
テ
主
君
ノ
廟
所
ニ
於
テ
各
死
シ
テ
恩
義
ヲ
報
シ
以
テ
義
ト
ス
ヘ
キ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
士
道
の
道
徳
論
と
し
て
も
、

ま
た
歴
史
的
事
実
に
対
す
る
評
価
と
し
て
も
堂
々
の
論
陣
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
論
法
は
豊
臣
秀
吉
の
評
価
に
つ
い
て
も
同
様
の
論
点
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
秀
吉
は
匹
夫
の
出
自
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
武
威
四
海
ヲ
鎮
メ
官
位
人
臣

ノ
富
貴
ヲ
極
メ
且
ツ
朝
鮮
ヲ
討
チ
明
朝
ヲ
亡
シ
以
テ
日
本
ニ
合
セ
ン
ト
諜
」
っ
た
の
で
人
は
そ
の
器
の
大
き
い
こ
と
、「
武
門
万
世
ノ
大
鑑
ト
ス
。
此
言
信
ナ
ル
カ
。
曰
是

レ
人
の
幸
甚
ナ
ル
者
也
。
何
ソ
武
道
正
義
ヲ
以
テ
論
ズ
ル
ニ
足
ラ
ン
ヤ
。」
と
い
う
。

右
の
論
に
対
し
て
貢
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　

 　

夫
レ
太
閤
ハ
武
道
ヲ
耻
玉
ハ
ス
且
ツ
其
器
少ス
コ

シ
モ
ナ
シ
ト
云
へ
シ
、
唯
タ
生
質
ノ
氣
象
大
氣
才
智
ナ
ル
人
ナ
ル
ヘ
シ
而
シ
テ
幸
ニ
勢
ヒ
ヲ
得
タ
ル
マ
テ
ノ
コ
ト
也
、

或
人
ノ
曰
太
閣
何
ヲ
以
テ
武
道
ノ
正
義
ニ
耻
ス
ト
云
ヤ
、
曰
夫
レ
武
道
ノ
正
義
ハ
人
ヲ
教
テ
罪
ナ
キ
ヲ
殺
サ
ス
威
儀
白
刄
ノ
如
ク
シ
テ
物
ヲ
傷
ラ
ス
萬
物
ヲ
制
節
シ

テ
治
テ
以
テ
天
地
ノ
化
育
ヲ
贊
ケ
鬼
神
ヲ
敬
シ
テ
天
ニ
事
フ
ル
者
也
、
凡
ソ
士
武
ノ
萬
事
千
行
皆
是
ヨ
リ
序ツ
イ
テテ
其
道
ヲ
訂タ
タ

シ
其
義
ヲ
見
へ
シ
、
然
ル
ニ
朝
鮮
大
明
吾

カ
朝
ニ
對
シ
何
ノ
罪
有
テ
武
ノ
征
伐
ヲ
加
ン
ヤ
、
夫
レ
死
罪
ニ
極
マ
ル
匹
夫
ス
ラ
天
子
三
宥
シ
テ
是
レ
ヲ
誅
ス
ル
ハ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ノ
制
禮
也
一
人
ノ
罪
人
タ

ニ
人
ヲ
殺
ス
ヲ
天
下
ノ
大
事
卜
ス
ル
ハ
天
民
ヲ
恐
ル
ヽ
故
也
、
然
ル
ヲ
况
ン
ヤ
罪
ナ
キ
異
域
ノ
人
幾
千
萬
ヲ
殺
シ
土
地
ヲ
奪
テ
吾
カ
富
ト
セ
ン
コ
ト
無
道
ノ
至
ナ
ラ
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ス
ヤ
、
夫
レ
民
家
ニ
押
シ
入
テ
妻
子
家
僕
ヲ
劫
ヲ
ヒ
ヤ
カシ
財
寶
ヲ
亂
奪
ス
ル
ヲ
ハ
是
ヲ
強コ
ウ
ト
ウ盗
卜
云
テ
武
家
是
レ
ヲ
征
伐
シ
其
罪
ヲ
罸
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
、
太
閤
ハ
異
國
ニ
押

シ
入
リ
人
ノ
妻
子
家
僕
ヲ
暴
殺
シ
家
國
ヲ
亂
奪
シ
テ
吾
カ
有ウ

ト
セ
ン
ト
ス
小
大
異
ニ
シ
テ
實
ハ
盗
賊
ノ
業
也
、
大
臣
武
將
ノ
尊
キ
ヲ
以
テ
異
國
ニ
對
シ
吾
カ
神
國
ヲ

盗
賊
國
ト
セ
ン
ト
ス
豈
耻
ヲ
知
リ
玉
フ
ト
云
ヘ
キ
ヤ

以
上
の
文
の
前
後
に
貢
は
二
つ
の
中
国
古
典
の
引
用
を
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
筍
子
で
、
君
子
の
大
な
る
は
必
ず
天
に
則
し
て
い
る
が
、
小
心
の
者
は
義
を
畏
れ
、

大
心
に
然
ら
ず
、
則
ち
慢
に
し
て
暴
、
則
ち
淫
に
傾
く
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
孔
子
の
説
で
斎
の
管
仲
は
桓
公
を
助
け
、
天
下
を
匡
し
た
時
に
は
補
佐
役
に

徹
し
ま
た
桓
公
は
諸
侯
を
た
だ
し
て
合
す
る
に
兵
車
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
管
仲
の
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
仁
徳
で
あ
っ
た
、
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
秀
吉
の

戦
は
そ
の
対
照
的
な
戦
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
秀
吉
の
戦
が
暴
慢
で
あ
っ
た
こ
と
、
い
た
ず
ら
に
人
民
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
秀

吉
に
義
の
観
念
が
乏
し
か
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
後
代
の
見
解
、
そ
し
て
儒
教
的
観
念
か
ら
す
る
批
判
で
は
あ
る
が
、
権
力
者
、
為
政
者
の
政
治
に
対
す
る
こ
の
時
代

の
批
判
的
基
準
の
あ
り
か
た
を
の
べ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

貝
原
益
軒
、
乳
井
貫
の
二
人
が
壬
辰
倭
乱
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
共
通
の
思
想
的
立
場
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
儒
教
の
義
と
仁
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
七

世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
徳
川
時
代
の
人
び
と
の
知
的
レ
ベ
ル
の
高
揚
の
中
で
規
範
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
秀
吉
の
外
征
に
対
す
る

思
想
的
批
判
は
あ
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
儒
教
思
想
が
現
実
の
政
治
・
軍
事
に
対
し
て
一
定
の
規
範
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
二
人
の
批
判
が
国
境
を
こ
え
る
戦
争
に
対
す
る
批
判
に
及
ん
で
い
る
こ
と
も
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
さ
し
め
た
の
は
そ
も
そ
も
儒
教
と
い

う
思
想
自
体
が
東
ア
ジ
ア
社
会
に
お
い
て
国
境
・
民
族
や
個
々
の
王
朝
の
支
配
の
枠
組
み
を
こ
え
る
倫
理
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

益
軒
が
生
き
て
仕
事
を
し
て
い
た
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
日
本
社
会
、
そ
し
て
当
時
の
辺
境
に
あ
っ
て
十
八
世
紀
中
葉
の
、
徳
川
政
権
下
の
社
会
的
矛
盾
が
ま
だ
全
国

的
に
顕
在
化
し
な
か
っ
た
貢
の
場
合
に
か
ろ
う
じ
て
こ
の
よ
う
な
壬
辰
倭
乱
に
対
す
る
批
判
的
視
点
が
存
在
し
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
は
国
学
思
想
の
台
頭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
の
危
機
意
識
は
日
本
民
族
の
優
位
性
と
近
隣
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
・
諸
民
族
に
対
す
る
蔑
視
感
を
と
も
な
っ
た
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偏
り
を
も
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
浸
食
さ
れ
て
ゆ
く
。

（
乳
井
貢
の
壬
辰
倭
乱
の
所
説
の
存
在
に
つ
い
て
は
尹
達
世
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
）

（
注
）

　
「
懲
毖
録
」
は
自
筆
稿
本
が
影
印
本
と
し
て
『
朝
鮮
史
料
叢
刊
』（
一
一
）
に
一
冊
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
朝
鮮
群
書
大
系
』（
続
続
）（
朝
鮮
古
書
刊
行
会
全
七
九
冊
）
一
に
刊
本
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
。
朴
鐘
鳴
訳
注
『
懲
毖
録
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
版
は
一
六
九
五
（
元
禄
八
）
年
の
京
都
二
条
大
和
屋
の
四
巻
本
を
底
本
と
し
て
、
上
記
の
群
書
大
系
本
な
ど
を
参
照
し
て
校
閲
し
、
草
稿
本

を
参
考
と
し
て
現
代
日
本
語
訳
文
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

雨
森
芳
洲
『
交
隣
堤
醒
』（
雨
森
芳
洲
全
集
四
、
お
よ
び
芳
洲
会　

一
九
九
〇
年
）

新
井
白
石
『
朝
鮮
聘
使
後
議
』（
全
集
第
四
巻　

国
書
刊
行
会　

一
八
八
二
年
他
）

金
指
南
『
東
槎
日
録
』（
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
編
集
『
大
系　

朝
鮮
通
信
使　

第
三
巻　

明
石
書
店　

一
九
五
五
年　

所
収
）

益
軒
会
編
『
益
軒
全
集
』
全
八
巻
（
国
書
刊
行
会　

一
九
七
三
年
）

『
黒
田
家
譜
』（
文
献
出
版　

一
九
八
三
年
）

『
月
原
益
軒
・
室
鳩
巣
』（
日
本
思
想
大
系
三
四
巻　

岩
波
書
店　

一
九
七
〇
年
）

井
上
忠
『
月
原
益
軒
』（
人
物
叢
書　

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
九
年
）

李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』
思
文
閣
出
版　

一
九
九
七
年
）

柳
成
龍
『
懲
毖
録
』（
京
都
大
学
図
書
館
蔵
本　

京
二
条
大
和
屋
刊　

元
禄
八
年
）

古
川
哲
史
『
英
雄
と
聖
人
』（
日
本
倫
理
思
想
研
究　

第
三
巻　

福
村
書
店　

一
九
六
八
年
）

『
乳
井
貢
全
集
』
全
四
巻
（
乳
井
貢
顕
彰
会　

一
九
三
五
年
）
よ
り
「
津
軽
名
臣
伝
」　

中
道
等
「
乳
井
貢
小
伝
」

『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館　

乳
井
貢
の
項　

長
谷
川
成
一
）




