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｜
、
幕
府
の
階
級
固
定
政
策
の
一
環
と
し
て
の

女
性
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

近
世
日
本
の
封
建
的
女
性
観
を
端
的
に
代
弁
し
て
い
る
も
の
と
し
て
周
知

の
「
女
大
学
」
が
あ
る
が
、
そ
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

女
は
陰
性
な
り
。
陰
は
夜
に
し
て
暗
し
、
所
以
に
女
は
男
に
比
ぶ
る

に
、
愚
に
て
目
前
な
る
可
然
こ
と
を
も
知
ら
ず
。
又
人
の
訓
る
べ
き
こ
と

を
も
弁
へ
ず
。
わ
が
夫
、
我
が
子
の
災
と
成
べ
き
事
を
も
知
ら
ず
、
科
も

な
ぎ
人
を
怨
承
、
怒
り
の
ろ
ひ
、
或
は
人
を
妬
承
憎
ゑ
て
、
わ
が
身
独
立

ん
と
思
へ
ど
、
人
に
僧
ま
れ
疎
ま
れ
て
、
ふ
な
我
身
の
仇
と
な
る
こ
と
を

知
ら
ず
。
最
は
か
な
く
浅
猿
し
（
１
）

こ
の
よ
う
に
女
性
を
無
能
者
と
し
、
半
奴
隷
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
は
、
封
建
支
配
者
層
に
と
っ
て
は
排
外
主
義
、
身
分
差
別
（
賎
民
制

度
）
と
並
ん
で
被
支
配
者
農
民
層
内
部
に
お
け
る
分
裂
を
階
級
支
配
の
安
定

の
た
め
に
利
用
す
る
と
こ
ろ
の
意
識
的
な
身
分
制
措
置
に
他
な
ら
な
い
も
の

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
性
の
位
置
づ
け
と
同
時
に
農
民
身
分
の

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観
（
萬
井
）

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観

‐
１
１
中
江
藤
樹
を
中
心
に
し
て

社
会
的
固
定
化
を
目
指
す
「
慶
安
御
触
書
」
に
次
掲
の
件
り
が
あ
る
。

男
は
作
を
か
せ
ぎ
、
女
房
は
お
は
た
を
か
せ
ぎ
、
夕
な
べ
を
仕
、
夫
婦

と
も
に
か
せ
ぎ
可
申
、
然
者
ふ
め
か
た
ち
よ
き
女
房
或
共
、
夫
の
事
を
お

ろ
か
に
存
、
大
茶
を
の
ゑ
、
物
ま
い
り
遊
山
す
き
す
る
女
房
を
離
別
す
へ

し
。
乍
去
子
供
多
く
有
之
か
、
前
廉
恩
を
も
得
た
る
女
房
な
ら
は
各
別

也
、
又
ミ
め
さ
ま
悪
侯
共
、
夫
の
所
帯
を
大
切
一
一
い
た
す
女
房
を
〈
、
い

か
に
も
懇
可
仕
事
（
２
）

御
触
書
の
こ
の
項
で
は
、
女
性
が
労
働
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
何
よ
り
も
「
夫
の
所
帯
』
の
附
属
物
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
場
合
で
も
『
夫
の
所
帯
』
の
維

持
、
即
ち
、
年
貢
の
完
納
と
い
う
観
点
か
ら
し
か
女
性
は
ふ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
年
貢
完
納
の
た
め
に
は
女
性
の
売
買
は

一
般
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
の
地
位
に
つ
い
て
、

幕
府
の
思
想
的
代
弁
者
で
あ
る
林
羅
山
は
次
の
よ
う
に
理
論
づ
け
て
い
る
。

其
生
レ
ッ
ク
所
モ
ト
ヨ
リ
サ
ダ
マ
レ
ル
天
命
ナ
レ
ベ
、
ノ
ゾ
ム
ト
モ
カ

ナ
イ
ガ
タ
シ
．
．
…
・
カ
ナ
ハ
ヌ
ノ
ゾ
ミ
ヲ
ナ
ス
ハ
、
悪
人
愚
人
ノ
ワ
ザ
ナ
ル

萬
井
ふ
み
子

○
一

一

一
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ユ
ヘ
ニ
、
ア
ラ
ヌ
事
ヲ
ヲ
モ
イ
カ
ヶ
テ
、
僻
事
ヲ
シ
罪
ヲ
ツ
ク
リ
テ
、
ソ

ノ
ハ
テ
〈
テ
〈
身
ヲ
ホ
ロ
ポ
ス
ナ
リ
、
是
皆
子
ガ
ウ
マ
ジ
キ
道
理
ナ
ル
故

也
（
３
）

右
の
如
く
階
級
関
係
の
固
定
化
を
『
天
命
』
と
か
「
道
理
』
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
で
は
、
彼
の
い
う
『
道
理
』
と
は
ど
ん
な
も
の

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

凡
天
地
の
間
二
生
ル
、
者
、
皆
陰
陽
五
行
ヲ
ウ
ク
ル
也
、
其
気
一
一
不
同

ア
ル
ュ
ヘ
ー
ー
草
木
ア
リ
、
鳥
獣
ア
リ
、
人
倫
ア
リ
（
４
）

こ
の
『
陰
陽
五
行
』
と
『
理
気
』
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
宇
宙
現
象
だ
け
で
な

く
、
社
会
現
象
も
説
明
し
男
女
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

男
は
外
を
治
む
猶
ほ
天
の
ご
と
し
、
陽
な
り
、
女
は
内
を
拾
む
猶
ほ
地

の
ご
と
し
、
陰
な
り
（
５
）

こ
の
よ
う
な
儒
学
思
想
に
よ
る
女
性
の
地
位
の
絶
対
的
な
低
さ
の
理
論
化

は
、
後
に
「
女
大
学
」
と
し
て
現
わ
れ
幕
藩
体
制
社
会
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
も

の
と
な
っ
た
。二
、
反
支
配
思
想
と
し
て
の
陽
明
学

徳
川
幕
府
が
林
羅
山
を
中
心
に
し
て
思
想
的
支
配
を
強
化
し
仕
上
げ
つ
つ

あ
っ
た
時
、
近
江
地
方
に
は
幕
府
と
は
異
な
る
『
天
道
』
の
理
解
の
仕
方
が

広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
情
勢
の
中
に
近
江
聖
人
と
ま
で
い
わ
れ
た
中
江

藤
樹
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
下
級
武
士
の
家
に
生
れ
た
彼
は
江
州
、

伯
州
、
予
州
と
転
戈
と
す
る
中
で
儒
学
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
『
藤
樹
先

生
年
譜
』
（
岡
田
氏
本
）
は
寛
永
元
年
十
七
才
の
頃
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て

い
る
。

…
…
昼
は
終
日
諸
士
と
応
接
シ
、
毎
夜
深
更
二
及
デ
業
卜
〆
二
十
枚
ヲ

見
終
テ
寝
ヌ
、
其
通
ゼ
ザ
ル
所
ア
レ
バ
思
テ
忘
レ
ズ
、
夢
床
ノ
間
、
人
ア

リ
テ
示
ガ
ゴ
ト
ク
ー
ー
〆
暁
得
ス
ル
事
多
シ
、
先
、
大
学
大
全
ヲ
読
事
ホ
ト

ン
ド
百
遍
二
及
テ
暁
得
ス
、
大
学
通
〆
後
語
孟
ヲ
読
二
皆
通
長
６
）

か
か
る
中
江
藤
樹
の
研
究
態
度
は
彼
を
大
成
す
る
の
に
大
き
く
役
立
っ
た

彼
は
二
十
一
才
の
時
、
『
初
学
同
志
ノ
タ
メ
ニ
大
学
啓
蒙
ヲ
箸
』
し
、
二
十

三
四
才
の
時
『
林
氏
剃
髪
受
位
弁
』
を
書
き
林
羅
山
を
批
判
し
て
い
る
。

ニ
シ
テ

シ
テ
イ
テ
う
り

林
道
春
記
性
頴
敏
。
而
博
物
治
聞
也
。
而
説
二
儒
者
之
道
一
。
徒
飾
二
其

ラ
ヒ

ニ
リ
ニ
リ
ラ
ウ
シ
テ
ラ
ラ
テ
、

ロ
洵
効
二
仏
式
世
法
へ
畷
Ⅶ
一
筑
馨
。
曠
二
波
琵
荊
茄
弗
憎
。
舎
二
正

路
一
。
而
不
レ
由
。
朱
子
所
し
謂
能
言
鵬
鵡
也
。
而
自
称
二
真
儒
一
也
（
７
）

藤
樹
は
、
羅
山
ら
が
徳
川
幕
府
の
中
に
お
い
て
そ
の
地
位
蝿
博
る
た
め
に

『
説
二
儒
者
之
道
一
。
徒
飾
二
其
ロ
ー
』
と
批
判
し
、
『
不
し
知
し
有
二
明
徳
親
民
之

ラ
ス
ト

ノ

実
学
一
』
と
述
べ
、
か
か
る
人
物
が
『
自
称
二
真
儒
一
』
る
｝
」
と
を
『
其
害
有
下

シ
キ
ヨ
リ
モ

甚
二
於
異
端
一
者
上
」
と
断
言
し
て
い
る
。
藤
樹
が
こ
の
よ
う
に
羅
山
を
批
判

で
き
た
の
は
、
百
姓
の
貧
困
化
と
幕
府
の
支
配
強
化
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
の

思
想
的
立
場
が
『
庄
屋
百
姓
中
」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼

の
『
庄
屋
百
姓
中
』
の
立
場
に
よ
る
学
問
探
求
の
深
化
は
、
羅
山
ら
の
思
想

的
立
場
を
背
景
と
す
る
徳
川
幕
府
の
支
配
機
構
か
ら
自
ら
去
っ
て
い
く
結
果

と
な
っ
た
。
『
藤
樹
先
生
年
譜
』
寛
永
十
一
年
、
二
十
七
才
の
頃
に
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

先
生
逃
去
ル
ヲ
以
テ
君
ノ
悪
ミ
ア
リ
テ
江
陽
ニ
ァ
ル
事
ヲ
防
レ
ン
事
ヲ

慮
テ
京
都
故
友
ノ
家
二
寓
〆
命
ヲ
侍
シ
事
百
日
余
。
其
尤
メ
ナ
キ
ヲ
以
テ

江
陽
二
帰
ル
。
百
銭
ノ
銀
ヲ
以
テ
酒
ヲ
買
上
、
又
農
家
エ
売
テ
其
息
二
依

テ
母
ヲ
養
う
。
其
後
刀
ヲ
売
テ
銀
十
枚
ヲ
得
タ
リ
。
是
ヲ
以
テ
米
ヲ
買
上

○
四
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農
家
二
借
宅
息
ヲ
坂
ル
事
世
人
ヨ
リ
甚
ダ
減
ズ
（
８
）

武
士
が
自
ら
の
鏡
と
す
る
刀
を
売
る
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
思
想
的
転

化
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
藤
樹
は
刀
を
売
っ
て
ま
で
も
百
姓
の
生
活
に
つ

い
て
配
慮
し
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
林
羅
山
を
批
判
し
た
「
明
徳
親
民
之
実

学
』
を
見
出
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
後
中
江
藤
樹
は
『
庄
屋
百
姓
中
』

の
思
想
的
代
弁
者
と
し
て
近
江
地
方
を
中
心
に
活
動
す
る
の
で
あ
る
。

中
江
藤
樹
が
有
名
な
「
翁
問
答
』
を
書
い
た
の
は
右
の
よ
う
な
生
活
環
境

の
中
に
お
い
て
で
あ
り
、
寛
永
十
七
年
に
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
そ

の
後
何
度
も
筆
を
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
社
会
的
基
盤
と
す
る
近
江

地
方
の
『
庄
屋
百
姓
中
』
の
不
安
定
性
に
よ
る
も
の
と
、
陽
明
学
の
思
想
構

造
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
の
高
弟
で
あ
っ
た
熊
沢

蕃
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

子
が
先
師
に
受
け
て
た
が
わ
ざ
る
も
の
は
実
義
也
。
学
術
言
行
の
未
熟

な
る
と
、
時
所
位
に
応
ず
る
と
は
、
日
を
か
さ
ね
熟
し
、
時
に
当
て
変
通

す
べ
し
。
子
が
後
の
人
も
又
予
が
学
の
未
熟
を
楠
ひ
、
子
が
言
行
の
後
の

時
に
不
叶
を
ぱ
あ
ら
た
む
く
し
。
大
道
の
実
義
に
を
い
て
は
先
師
と
子
と

一
毛
も
た
が
ふ
事
あ
た
は
ず
。
子
が
後
の
人
も
亦
同
じ
。
其
変
に
通
じ
て

民
人
う
む
こ
と
な
き
の
知
も
ひ
と
し
・
言
行
の
跡
の
不
同
を
見
て
同
異
を

争
ふ
は
道
を
知
ら
ざ
る
な
り
（
９
）

即
ち
、
日
本
陽
明
学
の
特
質
は
『
庄
屋
百
姓
中
』
の
生
活
保
護
を
『
時
所

位
に
応
ず
』
る
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か

ら
こ
の
思
想
は
歴
史
的
現
実
の
追
求
と
実
践
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
、
社
会

現
象
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
は
「
翁

問
答
」
に
お
い
て
宇
宙
現
象
全
体
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観
（
萬
井
）

わ
れ
人
の
身
の
う
ち
に
、
至
徳
要
道
と
い
へ
る
、
天
下
無
双
の
霊
宝
あ

り
、
こ
の
た
か
ら
を
用
て
、
心
に
ま
も
り
身
に
お
こ
な
う
要
領
と
す
る
也
。

此
宝
は
上
天
道
に
通
じ
、
下
四
海
に
あ
き
ら
か
な
る
も
の
な
り
、
）

右
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
主
観
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
『
至
徳
要
道
』
と
い

う
哲
学
的
概
念
が
宇
宙
現
象
の
根
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
『
至
徳

要
道
』
と
い
う
宇
宙
現
象
の
根
本
原
理
を
、
自
ら
の
『
心
』
の
中
で
よ
り
一

層
追
求
し
、
生
き
て
い
く
『
要
領
』
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
彼
が
人
間
の
主
観
の
産
物
で
あ
る
『
至
徳
要
道
』
と
い
う
哲
学
的
概

念
を
強
調
す
る
の
は
、
『
至
徳
要
道
』
と
い
う
哲
学
的
概
念
が
大
切
な
の
で

は
な
く
、
人
間
の
主
体
的
な
能
動
性
、
即
ち
人
間
が
自
ら
の
『
し
』
で
考
え

て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
「
こ
の
た
か
ら
も
広
大
な
る
ゆ
へ
仁
、
貴
賎
男
女
を
え
ら
ば
ず
、
お
さ

な
き
屯
老
た
る
も
、
本
心
あ
る
ほ
ど
の
人
は
、
あ
ま
ね
く
お
こ
な
ふ
ゑ
ち
な

り
」
（
ｕ
）
と
、
『
貴
賎
男
女
』
と
い
う
階
級
身
分
に
関
係
な
く
『
本
心
』
が

大
切
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
至
徳
要
道
』
は
普
偏
的
な
原
理
で

あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
世
界
で
は
、
『
聖
人
』
が
『
孝
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
説
明
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
『
孝
』
と
い
う
概
念

は
、
日
本
古
代
、
中
世
よ
り
武
家
社
会
に
よ
っ
て
使
い
な
ら
さ
れ
て
い
た

『
忠
孝
』
の
『
孝
』
と
同
じ
概
念
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
と
い
う
の
は
、
武
家
社
会
を
捨
て
た
彼
に
あ
っ
て
は
、
「
忠
」
と
い
う

武
家
的
な
主
従
関
係
を
表
現
す
る
概
念
よ
り
も
、
庶
民
的
家
族
関
係
を
表
現

す
る
概
念
で
あ
る
『
孝
』
の
方
に
親
し
ゑ
を
感
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
聖

人
』
と
宇
宙
原
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
聖
人
』
よ
り
も
「
至
徳
要
道
』

と
い
う
『
宝
』
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
○
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日
本
近
世
思
想
史
に
お
い
て
は
、
荻
生
狙
採
を
も
っ
て
『
聖
人
の
道
』
を
否
定

し
、
ま
た
な
ぜ
『
聖
人
』
が
道
を
作
っ
た
か
に
つ
い
て
全
体
的
に
説
明
し
て

い
る
の
は
、
中
江
藤
樹
を
中
心
と
す
る
日
本
陽
明
学
派
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
は
『
孝
』
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

『
心
』
を
承
が
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
『
学
問
』
す
る
と
い
う
概
念
が
構
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
中
江
藤
樹
は
林
羅
山
一
派
の
官
許
儒
学
に
対
し
て
学
問
の

方
法
論
的
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
林
羅
山
ら
を
中
心
と
し
て
出
さ

れ
る
「
法
度
、
仕
置
」
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

し
を
き
の
学
問
は
す
な
は
ち
儒
学
な
り
。
真
儒
に
し
た
が
ひ
て
ま
な
び

た
る
が
よ
く
候
。
よ
き
法
度
は
活
法
と
て
、
事
を
さ
し
て
さ
だ
め
ぬ
も
の

に
て
候
。
―
偏
に
さ
だ
ま
り
た
る
左
は
死
法
と
い
ひ
て
、
用
に
た
た
ぬ
も

の
な
り
、
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
江
藤
樹
は
自
ら
の
学
問
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど

政
治
批
判
が
強
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
や

が
て
中
江
藤
樹
の
蒔
い
た
『
心
学
』
は
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
『
五

人
組
』
を
通
じ
て
弾
圧
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

藤
樹
の
思
想
の
特
質
は
、
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
中
心
は
反
封
建

の
庶
民
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
羅
山
一
派
の
「
儒
学
の
封
建
支
配
へ
の
適

用
」
と
そ
の
支
配
思
想
と
し
て
の
固
定
化
に
反
対
し
た
と
い
う
も
の
で
、
そ

の
点
に
お
い
て
進
歩
的
な
面
を
指
摘
し
得
る
と
考
え
る
が
、
彼
の
思
想
が
彼

自
身
の
依
っ
て
立
つ
陽
明
学
１
１
儒
学
そ
の
も
の
に
批
判
の
目
を
向
け
な
か

っ
た
点
に
限
界
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
し
か
反
支
配
思
想
の
立
場
を
表

明
で
き
な
か
っ
た
点
に
日
本
の
反
封
建
思
想
、
即
ち
、
こ
の
場
合
女
性
解
放

思
想
の
継
承
的
発
展
が
ふ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
点
が
感
じ
ら
れ
る
。

三
、
藤
樹
の
女
性
観
の
成
立

中
江
藤
樹
の
『
心
学
』
が
弾
圧
さ
れ
る
客
観
的
な
歴
史
過
程
に
つ
い
て
述

べ
、
藤
樹
の
『
心
学
』
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
前
記
『
翁
問
答
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
書
簡
が
あ
る
。

当
代
世
間
の
ま
よ
ひ
を
わ
き
主
へ
た
る
議
論
を
あ
つ
め
翁
問
答
と
題

し
、
同
志
ノ
提
漸
に
仕
候
を
京
に
て
い
す
ふ
い
だ
し
、
板
に
ほ
り
か
け
申

を
見
つ
け
、
い
る
ノ
ー
こ
と
は
り
仕
、
板
を
や
ぶ
り
申
候
。
其
故
〈
ま
へ

か
ど
書
申
候
も
の
―
―
侯
へ
ぱ
、
わ
れ
ら
気
に
不
入
処
あ
ま
た
御
座
侯
。
此

故
其
元
へ
も
不
進
候
き
、
や
ぶ
り
申
板
や
そ
ん
ま
い
り
候
と
、
迷
惑
仕
旨

こ
と
は
り
申
侯
二
付
、
女
中
方
の
勧
戒
に
と
、
迪
吉
録
の
ぬ
ぎ
書
に
評
判

か
き
た
る
書
を
鑑
草
と
題
し
、
前
か
ど
よ
り
御
ざ
候
を
、
か
の
つ
ぐ
の
ひ

に
板
行
仕
せ
申
侯
。
い
ま
だ
京
に
て
は
ひ
ろ
く
う
り
不
し
申
侯
。
御
な
ぐ

さ
ゑ
に
と
一
部
お
く
り
進
侯
（
ご

右
に
よ
れ
ば
、
中
江
藤
樹
は
『
翁
問
答
』
を
自
ら
の
同
志
に
は
講
義
し
た

の
で
あ
る
が
、
藤
樹
自
身
は
そ
の
刊
行
に
つ
い
て
気
が
す
す
ま
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
出
版
屋
の
迷
惑
を
考
え
て
『
鑑
草
』
を
刊
行
し
、
自
信

を
も
っ
て
友
人
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
鑑
草
』
は
自
ら
が
進
ん

で
出
版
し
た
著
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
鑑
草
』

の
中
で
女
性
の
生
き
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
『
鑑
草
』
は
藤
樹
学
の
一

つ
の
体
系
を
構
成
す
る
著
述
で
あ
る
為
に
『
翁
問
答
」
の
論
理
構
成
と
同
様

に
宇
宙
・
社
会
全
体
を
統
一
的
に
支
配
す
る
概
念
を
設
定
し
て
い
る
。

情
、
世
間
の
福
ひ
左
思
ひ
く
ら
ぶ
る
に
、
身
や
す
く
心
た
の
し
び
、
子

孫
の
さ
か
ふ
る
を
上
と
す
。
命
の
な
が
き
左
次
と
す
。
位
た
か
く
富
る
を

一
○
六

Hosei University Repository



下
と
す
。
此
福
ひ
の
種
は
明
徳
仏
性
な
り
。
此
種
を
主
き
て
此
福
ひ
を
造

る
田
地
は
、
人
倫
日
用
の
交
な
り
。
明
徳
仏
性
を
つ
ね
に
明
か
に
し
て
何

事
に
つ
き
て
も
む
さ
ぶ
ら
ず
、
い
か
ら
ず
、
か
た
く
な
な
ら
ず
、
ひ
ず
か

し
か
ら
ず
、
親
に
つ
か
へ
て
は
孝
行
の
誠
を
つ
く
し
、
夫
に
つ
か
へ
て
は

順
従
の
道
を
守
り
、
子
を
そ
だ
つ
る
に
は
正
し
き
道
に
し
た
が
ひ
、
夫
の

一
族
に
は
其
程
盈
に
し
た
が
ひ
て
こ
ん
せ
つ
に
あ
い
し
ら
ひ
、
家
内
僕
に

は
ね
ん
ご
ろ
に
情
ふ
か
く
、
こ
つ
じ
ぎ
非
人
に
至
る
ま
で
慈
悲
を
ほ
ど
こ

す
を
明
徳
仏
性
の
修
行
と
す
。
此
修
行
誠
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
其
生
れ
つ

き
の
福
分
を
得
る
事
、
た
と
へ
ぱ
ふ
か
く
耕
し
よ
く
縁
り
ぬ
れ
ば
秋
実
む

な
し
か
ら
ざ
る
が
ご
と
し
、
）

右
は
序
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
中
江
藤
樹
は
『
鑑
草
」
に
あ
っ
て
は
『
明

徳
仏
性
』
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
『
翁
問
答
』
の
至
徳
要
道
と
い
う
概
念
と

ほ
ぼ
同
様
に
つ
か
っ
て
い
る
。
二
つ
の
概
念
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い

っ
て
藤
樹
に
思
想
的
な
変
化
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
は
『
翁
問
答
』
は
男
性
の
た
め
に
著
述
さ
れ
、
『
鑑
草
」
は
女
性
の
た
め

に
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
別
の
概
念
を
つ
か
っ
た
と
ふ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
日
本
陽
明
学
に
あ
っ
て
は
、
先
に
藤
樹
の
高
弟
で
あ

っ
た
熊
沢
蕃
山
の
書
を
引
用
し
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
「
大
道
の
実
義
』
こ

そ
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
『
学
術
言
行
』
は
『
時
所
位
に
応
ず
る
』
と
い
う

こ
と
が
中
心
的
な
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
明
徳
仏
性
』
に
よ
る
『
福

ひ
」
は
、
『
人
倫
日
用
の
交
』
と
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
の
生
き
方
、
実
践

の
中
に
『
福
ひ
』
を
求
め
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。

で
は
、
女
性
の
た
め
に
著
述
さ
れ
た
『
鑑
草
』
に
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的

特
徴
が
あ
る
か
を
ふ
て
承
よ
う
。

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観
（
萬
井
）

の
●
、

我
身
の
栄
ん
よ
り
は
子
孫
の
ざ
か
へ
ん
｝
」
と
を
ね
が
ふ
は
、
皆
人
の
親

の
ね
が
ひ
な
れ
ば
、
誰
・
も
つ
と
め
行
ふ
く
》
き
事
な
れ
共
、
か
な
ら
ず
む
く

ひ
な
ん
理
り
を
わ
き
ま
へ
ざ
る
故
に
、
を
こ
た
る
な
る
べ
し
（
巧
）

当
時
の
女
性
の
社
会
的
地
位
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
非
常
に
低

く
、
自
ら
が
『
出
世
』
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
女
性
自
身
の
願
望
は
必
然
的
に
子
供
た
ち
に
托
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
。
『
子
孫
の
さ
か
へ
ん
こ
と
』
と
は
、
右
の
よ
う
な
内
容
を
さ
す
永
『
》
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
子
孫
の
ざ
か
へ
ん
こ
と
』
の
た
め
に
生
き
る
女
性
に

対
し
て
、
『
か
な
ら
ず
む
く
ひ
な
ん
理
り
」
を
理
論
化
す
る
の
が
『
鑑
草
』

の
著
述
目
的
で
あ
り
、
『
明
徳
仏
性
』
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

彼
は
『
明
徳
仏
性
』
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

日
、
明
徳
仏
性
の
修
行
す
な
は
ち
後
生
仏
果
を
得
る
修
行
な
り
。
い
か

ん
と
な
れ
ば
、
今
生
後
生
す
べ
て
、
に
有
。
今
生
に
心
な
げ
れ
ば
、
此
身

し
が
い
に
し
て
今
生
の
は
た
ら
き
な
し
。
後
生
に
心
な
け
れ
ば
、
極
楽
地

獄
の
果
を
受
る
ｊ
も
の
な
し
。
肉
身
に
は
生
死
あ
り
と
い
へ
ど
ｊ
も
、
心
に
は

生
死
な
き
に
よ
っ
て
、
今
生
の
心
す
な
は
ち
後
生
の
心
な
り
。
今
生
の
心

明
徳
仏
性
明
ら
か
に
し
て
清
浄
安
楽
な
れ
ば
、
後
生
の
心
即
極
楽
の
仏
果

に
至
る
（
ご

右
に
よ
れ
ば
、
「
今
生
」
の
行
為
は
『
心
』
の
作
用
に
よ
り
『
後
生
』
に

通
じ
る
こ
と
を
述
べ
『
心
」
の
重
要
な
役
割
を
説
明
す
る
こ
と
で
『
女
性

の
生
き
方
』
に
つ
い
て
の
論
拠
を
あ
た
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
藤
樹
が

『
仏
教
思
想
』
を
採
用
し
な
が
ら
、
屯
藤
樹
学
と
し
て
の
「
心
学
』
を
、
ｊ
も
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う
◎

四
、
藤
樹
の
女
性
観
の
展
開

一
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鑑
草
の
序
を
分
析
す
る
中
で
、
徳
川
幕
府
初
期
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的

地
位
と
、
そ
れ
に
相
応
し
た
『
女
性
の
生
き
方
』
の
理
論
化
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
『
家
』
の
中
で
女
性
は
ど
の
よ
う
に
生

き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

女
は
夫
の
家
を
我
家
と
し
、
夫
婦
一
体
の
理
り
な
る
ゆ
へ
に
夫
の
父
母

を
わ
が
父
母
と
し
、
我
父
母
を
大
せ
つ
に
思
ふ
心
を
う
つ
し
て
、
夫
と
一

味
に
孝
を
足
す
を
婦
人
の
孝
行
と
す
（
Ⅳ
）

先
ず
、
「
家
』
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
『
夫
婦
一
体
の
理
り
』
に

よ
っ
て
『
夫
と
一
味
」
に
『
拳
」
を
尺
す
こ
と
、
即
ち
、
服
従
す
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
『
夫
と
一
味
』
と

し
て
の
姑
に
非
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
又
し
う
と
道
な
き
あ
て
が
ひ
あ
ら
ぱ
、
こ
れ
は
し
う
と
の
本
心
に

あ
ら
ず
、
わ
が
身
に
よ
か
ら
ぬ
こ
と
あ
る
ゆ
へ
に
し
う
と
の
情
識
う
こ
き

て
か
く
あ
る
と
、
身
を
か
へ
り
見
て
わ
が
あ
や
ま
ち
を
あ
ら
た
め
、
い

ょ
ノ
ー
孝
行
の
主
こ
と
を
つ
く
し
、
か
り
そ
め
に
も
し
う
と
を
と
か
め
う

ら
む
べ
か
ら
す
⑱
）

姑
に
非
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
自
ら
の
非
の
反
映
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
服

従
に
よ
っ
て
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
る
が
、
全

く
受
動
的
な
服
従
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

つ
わ
に
を
の
れ
が
本
心
を
あ
き
ら
か
に
し
、
孝
行
の
ま
こ
と
あ
れ
ば
、

し
う
と
も
か
な
ら
ず
後
来
の
情
識
と
け
、
本
来
の
慈
心
明
に
な
り
て
、
家

内
和
睦
し
、
子
孫
は
ん
じ
や
う
め
で
た
か
る
く
し
⑭
）

と
述
べ
、
こ
こ
で
は
姑
の
非
を
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
正
す
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
確
信
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
『
本
来
の
慈
心
明
な
り
て
』
と
述
る
よ

う
に
、
人
間
本
来
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
『
時
所
位
』
と
い
う
条
件
に
よ

っ
て
、
『
心
』
を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
、
女
性
が
本
心
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
人
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ひ
い
て
は
『
家
内
和
睦
し
、
子
孫

は
ん
じ
や
う
め
で
た
か
る
く
し
』
と
ま
で
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
女
性
が
『
本
心
』
を
示
し
て
も
相
手
が
変
化
し
な
い
場

合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

人
間
の
賞
罰
沙
汰
な
か
り
け
れ
ば
、
天
帝
い
か
り
を
う
ご
か
し
、
雷
公

に
命
し
て
罪
あ
る
兄
よ
め
を
こ
ろ
し
、
孝
あ
る
新
婦
を
よ
ゑ
か
え
ら
せ
給

う
の
糸
な
ら
ず
、
ぬ
す
め
る
銭
を
手
に
も
た
せ
て
、
は
じ
を
さ
ら
ざ
せ
給

ふ
事
、
誠
に
ぎ
ゑ
よ
き
賞
罰
、
た
く
承
に
す
ゑ
や
か
な
る
事
、
人
間
の
お

よ
ぶ
べ
き
き
は
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
よ
く
か
蟹
ゑ
て
、
人
の
し
ら
ざ
る
と

こ
ろ
は
く
る
し
か
る
主
じ
な
ど
、
思
へ
る
悪
心
を
い
ま
し
め
こ
ら
す
べ
き

事
な
り
動
）

悪
事
が
人
間
の
力
で
変
化
し
な
い
場
合
は
『
天
帝
』
『
雷
公
』
に
よ
っ
て

変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
『
天
帝
』
『
雷
公
」

の
存
在
を
も
っ
て
女
性
の
生
き
方
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
自
然
科
学

の
未
発
達
な
段
階
の
社
会
に
の
ゑ
通
用
す
る
論
理
で
あ
り
、
こ
の
女
性
論
は

自
然
科
学
の
未
発
達
な
社
会
特
有
の
女
性
論
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
『
天
帝
』
の
存
在
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
自
然
科
学
の

未
発
達
は
女
性
の
地
位
、
行
動
を
一
層
低
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
文
章

は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
う
じ
て
善
を
な
す
に
は
、
ひ
そ
か
に
人
の
し
ら
ざ
る
や
う
に
と
り
な

す
を
第
一
と
す
。
少
に
て
も
人
に
し
ら
れ
ん
と
思
ふ
は
満
心
な
り
。
満
心

は
か
な
ら
ず
魔
縁
と
な
る
。
魔
縁
あ
ら
ぱ
か
な
ら
ず
魔
障
あ
り
ａ
）

一
○
八
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こ
の
よ
う
に
し
て
女
性
の
『
家
』
に
つ
か
え
る
『
孝
』
は
確
固
不
動
の
概

念
と
し
て
論
理
的
に
構
成
さ
れ
、
『
家
』
Ⅱ
年
貢
を
中
心
と
す
る
社
会
の
根
底

に
女
性
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
の
心
い
ざ
ぎ
よ
く
正
し
う
し
て
、
情
欲
の
主
よ
ひ
な
く
そ
の
夫
一
人

を
た
い
せ
つ
に
お
も
ひ
、
余
の
夫
を
こ
ひ
し
た
は
ず
。
た
と
ひ
夫
死
し
て

寡
な
る
も
、
ふ
た
た
び
余
の
夫
に
ま
ゑ
え
交
は
ら
ざ
る
を
守
節
と
い
う
。

…
夫
を
ぱ
あ
な
ど
り
か
ろ
し
め
、
余
の
夫
を
恋
し
た
ひ
て
、
淫
乱
な
る
を

背
夫
と
い
ふ
。
そ
れ
守
節
は
孝
行
の
一
端
、
天
理
の
当
然
な
れ
ば
、
か
な

ら
ず
今
生
後
生
め
で
た
き
む
く
ひ
あ
り
。
背
夫
は
不
孝
の
一
し
な
に
し
て
、

天
理
に
そ
む
く
ゆ
へ
堤
今
生
後
生
あ
さ
主
し
ぎ
む
く
ひ
あ
り
（
犯
）

女
性
は
結
婚
す
る
や
、
『
家
』
と
同
様
に
『
夫
』
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
女
性
は
何
ら
の
要
望
も
入
れ
ら
れ
ず
『
わ
が
身
の
生

れ
つ
き
た
る
果
報
な
り
』
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
は
な
く
、
『
情
欲
』
『
淫
乱
』

を
夫
の
見
え
ぬ
所
で
行
な
う
な
ら
ば
、
『
天
道
神
明
の
照
覧
」
に
よ
っ
て
見

出
さ
れ
、
罰
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
服
従
は
夫
の
死
後
も
継
続
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
夫
婦
関
係
は
絶
対
的
な
服
従
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
『
守
節
背
夫
』
の
具
体
的
な
展
開
に
つ
い
て
藤
樹
は
「
不
嫉
妬

毒
』
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
い
る
。

不
嫉
は
守
節
の
善
行
な
る
ゆ
へ
庭
か
な
ら
ず
め
で
た
き
報
あ
り
、
妬

毒
は
背
夫
の
悪
逆
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
浅
ま
し
く
お
そ
ろ
し
き
む
く
ひ
あ

り
。
そ
れ
不
嫉
に
一
一
一
の
得
あ
り
、
妬
毒
に
は
三
の
損
有
（
蝿
）

即
ち
、
妻
が
夫
に
対
し
て
『
不
嫉
の
本
心
』
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、

⑩
其
夫
つ
ま
の
賢
徳
を
感
じ
、
を
の
れ
が
非
を
く
ゐ
て
、
淫
乱
を
や
む
る

も
の
な
り
。

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観
（
萬
井
）

図
家
内
和
睦
し
て
家
門
の
福
ひ
子
孫
の
は
ん
じ
や
う
め
で
た
き
も
の
な

り
。

③
夫
も
是
を
ふ
か
承
、
世
間
に
是
を
お
も
ん
じ
、
其
名
末
代
仁
か
う
ば
し

く
、
そ
の
上
三
毒
の
焔
も
え
ざ
れ
ぱ
、
明
徳
仏
性
あ
き
ら
か
に
し
て
、

現
世
安
楽
、
後
生
善
所
の
得
益
あ
り
盆
）
。

と
な
り
、
次
に
「
妬
毒
の
弛
心
」
が
は
な
は
だ
し
け
れ
ば
、

仙
興
さ
め
、
お
そ
ろ
し
く
て
毒
弛
の
ご
と
く
お
ぼ
え
ぬ
れ
ば
、
つ
ゐ
に
離

別
の
も
と
ひ
と
成
ぬ
。

②
ま
ず
家
内
和
睦
せ
ず
。
…
・
・
・
其
子
孫
を
絶
滅
し
、
家
内
の
す
い
ぴ
多
分

こ
れ
よ
り
発
る
。

③
そ
の
夫
に
あ
な
ど
り
う
と
ま
る
る
の
糸
に
あ
ら
ず
、
世
間
に
是
を
そ
し

り
、
悪
名
先
祖
を
け
が
す
。
…
…
今
生
に
て
は
常
に
む
ね
を
こ
が
し
焦

熱
の
く
る
し
び
に
し
づ
承
、
当
来
に
て
は
地
獄
の
せ
め
の
が
れ
が
た

し
壷
）
。

と
述
べ
、
右
の
諸
関
係
を
よ
く
『
心
』
に
と
め
る
よ
う
に
と
教
え
て
い
る
。

そ
し
て
一
方
男
性
に
対
し
て
は
、
「
天
子
の
后
は
十
二
人
、
諸
侯
は
九
人
、

卿
大
夫
は
三
人
、
士
は
二
人
」
の
女
性
を
所
有
す
る
こ
と
を
『
礼
法
の
常
な

り
』
と
認
め
、
女
性
に
は
、
．
に
は
鬮
姑
の
不
幸
な
る
を
去
、
一
一
に
は
子

な
き
を
去
、
三
に
は
淫
乱
た
る
を
去
、
四
に
は
り
ん
ぎ
ふ
か
ぎ
を
夫
、
五
に

は
あ
や
し
き
や
ま
ひ
あ
る
を
夫
、
六
に
は
多
言
に
し
て
中
ご
と
を
云
、
い
つ

は
り
を
云
を
さ
る
、
七
に
は
め
か
く
し
し
て
夫
の
物
を
い
す
承
、
か
だ
ま
し

ぎ
を
去
」
（
記
）
の
『
七
品
去
る
る
の
罪
」
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
藤
樹
は
右
の
よ
う
な
女
性
の
地
位
に
対
し
て
「
万
物
ふ
な
一
心
の
変

化
な
れ
ば
、
一
念
の
住
す
る
と
こ
ろ
は
ゑ
な
そ
の
形
を
生
ず
」
弱
）
と
、
そ
の

一
○
九
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法
政
史
学
第
一
四
号

地
位
の
根
源
が
「
心
』
で
あ
る
と
説
明
し
、
「
過
ち
あ
ら
ん
人
は
第
一
其
心

を
善
に
う
つ
し
て
、
禍
ひ
を
ま
ぬ
か
れ
、
福
ひ
を
ゑ
ん
と
つ
と
む
べ
き
事
な

り
」
（
翌
と
『
心
学
』
の
会
得
に
よ
り
こ
れ
を
解
決
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

次
に
『
淫
乱
』
と
『
て
か
け
』
の
関
係
に
つ
い
て
ｌ
「
聖
人
七
去
の
法

の
中
に
、
子
な
ぎ
は
さ
る
と
あ
れ
ば
、
子
な
く
し
て
を
の
れ
そ
の
家
に
あ
る

は
、
夫
の
慈
悲
有
が
た
き
事
な
れ
ば
、
わ
れ
よ
り
す
す
め
て
も
、
て
か
け
を

と
と
の
へ
、
な
き
け
を
か
け
て
、
子
孫
を
も
と
む
べ
き
事
、
義
理
の
当
然
な

り
」
翁
）
と
、
『
家
』
を
中
心
と
す
る
子
孫
相
続
の
た
め
の
「
て
か
け
』
の

存
在
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
夫
の
『
淫
乱
』
に
つ
い
て
は
、
「
も

し
、
夫
不
義
無
道
の
淫
乱
あ
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
ふ
せ
ぎ
と
む
べ
し
、
妻

の
異
見
ば
か
り
に
て
か
な
ひ
が
た
く
ぱ
、
或
は
し
う
と
、
或
は
一
門
、
或
は

し
た
し
き
友
な
ど
へ
、
ひ
そ
か
に
談
合
し
て
ふ
せ
ぎ
と
む
べ
し
」
（
釦
）
と
、

『
不
義
無
道
の
淫
乱
』
の
中
止
を
要
求
し
、
女
性
の
無
条
件
の
服
従
は
述
べ

て
い
な
い
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
次
に
『
て
か
け
』
に
つ
い
て
は
、
「
人
の
て
か
け
と
な
り
、
や

つ
こ
と
な
る
女
も
、
同
じ
く
人
の
生
を
う
け
て
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
け
れ

共
、
貧
窮
せ
ん
か
た
な
く
て
こ
そ
、
人
の
て
に
か
か
り
、
お
き
ね
だ
に
も
心

に
ま
か
せ
ず
、
何
事
も
ふ
な
主
に
は
か
ら
は
れ
、
一
門
の
会
合
を
も
は
な
れ
、

又
夫
婦
の
ち
な
承
も
な
く
、
い
と
あ
は
れ
な
る
境
界
な
り
。
我
身
わ
が
子
の

彼
が
き
ょ
う
が
い
に
あ
ら
ぱ
、
い
か
ば
か
り
か
は
か
な
し
か
る
づ
き
と
、
恩

い
は
か
ら
ぱ
、
心
あ
ら
ん
人
は
あ
は
れ
む
な
さ
げ
ふ
か
上
る
べ
し
」
ａ
）
と
、

『
て
か
け
」
に
つ
い
て
同
情
を
示
し
、
人
間
の
差
別
が
『
貧
窮
せ
ん
か
た
な

く
』
と
経
済
問
題
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
儒
学
理
気
論

に
お
け
る
人
間
の
差
別
観
を
、
現
実
問
題
と
対
決
す
る
中
で
否
定
し
、
『
万

一
一
○

物
一
原
の
理
り
な
る
ゆ
へ
県
本
来
吾
と
人
と
の
差
別
な
し
』
と
、
彼
自
身

の
『
心
学
』
に
よ
っ
て
理
論
化
し
て
い
る
。

以
上
『
家
』
『
夫
」
を
中
心
に
女
性
の
生
き
方
を
考
察
し
て
き
た
が
、
右

の
考
察
を
通
じ
て
、
藤
樹
の
女
性
観
は
形
式
的
に
は
『
四
書
五
経
』
を
中
心

に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
彼
独
自
の
『
心
学
』
に
よ
る
解
決
方

法
で
あ
り
、
歴
史
的
現
実
を
よ
く
見
つ
め
、
被
支
配
者
層
の
立
場
で
発
言
し
、

被
支
配
者
に
対
し
て
同
情
の
目
を
向
け
て
い
る
。
藤
樹
の
こ
の
よ
う
な
立
場

こ
そ
が
彼
の
『
心
学
』
を
発
展
さ
せ
る
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ

の
『
鑑
草
』
と
い
う
女
性
論
を
通
じ
て
、
『
生
き
と
し
生
る
人
た
れ
か
そ
の
子

を
愛
せ
ざ
ら
ん
、
奴
と
い
へ
共
皆
人
の
子
な
り
、
…
…
夫
福
分
に
貴
賎
あ
り

て
、
主
人
と
な
り
奴
と
な
る
と
い
へ
ど
も
、
畢
寛
同
じ
く
人
の
生
を
う
け
た

る
も
の
な
り
」
亜
）
と
、
貴
賎
一
体
の
心
得
で
あ
る
論
理
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
中
江
藤
樹
は
支
配
者
に
反
抗
す
る
中
で
彼
の
女
性
観
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
根
本
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
抵
抗

の
多
い
『
翁
問
答
』
の
出
版
を
さ
け
『
鑑
草
』
を
自
信
を
も
っ
て
出
版
し
支

配
者
に
対
す
る
抵
抗
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
女

性
論
を
通
じ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
先
駆
性
が
あ
り
、
日
本
で
は
じ
め
て

の
女
性
論
を
体
系
的
に
仕
上
げ
た
と
い
う
基
礎
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五
、
結

語

以
上
の
よ
う
に
、
女
性
の
能
力
を
認
め
、
精
神
的
仁
で
も
男
女
平
等
を
主

張
さ
れ
る
こ
と
は
、
『
家
』
を
支
配
の
中
心
と
す
る
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
有

害
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
は
幕
府
支
配
者
の
重
要
な

歴
史
的
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
『
日
本
陽
明
学
派
』
の
女
性
観
は
、
幕
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府
と
そ
の
思
想
的
代
弁
者
た
ち
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
女
性
史
に
と
っ
て
暗

黒
な
時
代
が
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
『
陽
明
学
派
』
の
女
性
観
は
、
官
学
派

に
対
し
て
特
に
「
女
性
の
無
能
者
扱
い
」
を
批
判
し
た
に
終
始
し
て
お
り
、

女
性
の
地
位
の
意
識
的
向
上
を
要
求
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
封
建
秩

序
の
よ
り
合
理
的
な
維
持
の
方
法
と
し
て
の
「
女
性
の
地
位
の
改
良
」
を
目

指
し
た
屯
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

革
命
的
な
反
封
建
思
想
の
一
翼
と
し
て
の
女
性
解
放
理
論
の
登
場
は
、
明

治
維
新
以
後
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
、
女
性
史
は
日
本
農
民
史
と
そ

の
歩
承
を
共
に
し
て
独
自
の
展
開
は
な
く
、
そ
の
改
良
要
求
の
伝
統
が
現
代

に
お
い
て
も
未
だ
に
遺
制
の
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
１
）
女
大
学
「
益
軒
全
集
」
巻
三
、
六
九
○
頁

注
（
２
）
若
木
近
世
史
研
究
会
編
「
条
令
拾
遺
」
五
五
頁

「
条
令
拾
遺
」
が
な
ぜ
寛
文
以
前
を
集
め
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
大
き
な
興
味
が
あ
る
。
即
ち
、
百
姓
支
配
の
強
化
と
共
に
支

配
形
式
の
一
つ
の
転
化
の
時
期
に
支
配
綜
括
と
し
て
編
蒸
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
（
３
）
「
続
倉
群
書
類
従
」
第
十
、
教
育
部
、
八
八
頁

注
（
４
）
同
右

八
二
頁

注
（
５
）
「
世
界
歴
史
事
典
」
第
二
二
巻
、
二
六
○
頁

注
（
６
）
「
藤
樹
先
生
全
集
」
岩
波
書
店
、
昭
一
五
、
第
五
冊
、
一
二
頁

注
（
７
）
「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
一
冊
、
一
一
一
二
’
一
二
三
頁

注
（
８
）
同
右
第
五
冊
、
一
七
頁

注
（
９
）
「
蕃
山
全
集
」
蕃
山
全
集
刊
行
会
、
昭
一
六
、
第
一
冊
、
三
四

○
’
三
四
一
頁

徳
川
初
期
に
お
け
る
女
性
観
（
萬
井
）

注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注
〆~、〆■、／~、／￣、'－，／■、／■、／■、／■、／ﾛ、／■、／￣、／■、／￣、グー、／■、／￣、／~、／￣、／￣、／■、'－，／~、

３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０
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「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
三
冊
、
六
一
頁

同
右

六
三
頁

同
右

一
三
五
頁

「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
二
冊
、
四
四
一
’
四
四
二
頁

「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
三
冊
、
三
一
七
頁

同
右

三
一
九
頁

同
右

三
一
九
頁

同
右

三
二
一
頁

同
右

三
二
一
一
一
頁

同
右

一
一
一
二
一
一
一
’
三
二
四
頁

同
右

三
一
一
一
二
’
一
一
一
三
一
一
一
頁

同
右

三
三
三
頁

同
右

三
五
三
頁

「
藤
樹
先
生
全
集
」
第
一
一
一
冊
、
三
八
一
頁

同
右

一
一
一
八
一
’
三
八
二
頁

同
右

三
八
二
頁

同
右

三
八
四
頁

同
右

三
九
一
一
一
頁

同
右

三
九
五
頁

同
右

四
○
三
頁

同
右

四
○
二
’
四
○
三
頁

同
右

四
○
三
Ｊ
四
○
四
頁

同
右

四
四
三
’
四
四
四
頁

Hosei University Repository


