
【
要
旨
】

　
﹃
葉
隠
﹄
の
武
士
道
に
お
い
て
︑
有
事
の
﹁
武
篇
﹂
と
平
時
の
﹁
奉
公
﹂
と
は
︑
い
か
に
し
て
統
一
さ
れ
る
か
︒﹁
武
篇
﹂
に
お
け
る
死
の
覚
悟
と
実
践
を

一
つ
に
貫
く
﹁
無
分
別
﹂
な
あ
り
よ
う
を
︑﹁
奉
公
﹂
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
は
︑
果
た
し
て
可
能
か
︒
両
者
の
間
に
あ
る
矛
盾
は
︑
ま
ず
も
っ
て
実
践
の
側

に
あ
る
︒﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
の
実
践
は
︑﹁
死
﹂
と
﹁
生
﹂
と
い
う
基
調
の
色
合
い
に
お
い
て
︑
ま
た
時
間
的
な
長
さ
と
質
に
お
い
て
︑
大
き
く
異
な
る

か
ら
で
あ
る
︒

　

こ
の
矛
盾
は
﹁
奉
公
﹂
の
内
部
に
お
い
て
︑
主
君
の
た
め
に
死
す
る
覚
悟
が
︑
逆
に
長
き
に
わ
た
る
生
の
実
践
を
疵
な
き
も
の
に
す
る
︑
と
い
う
齟
齬
を

も
た
ら
す
か
に
見
え
る
︒
し
か
し
﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
死
の
覚
悟
は
︑
主
君
か
ら
浪
人
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
が
今
日
で
も
将
来
で
も
あ
り
得
る
︑
と
い
う

意
味
で
︑
実
は
こ
れ
も
︑
時
間
的
に
大
き
な
振
幅
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
実
践
は
︑
現
実
的
に
ど
れ
だ
け
長
く
継
続
さ
れ
よ
う

と
も
︑
理
念
的
に
は
︑
戦
闘
の
果
て
に
死
す
る
と
い
う
道
の
り
を
意
味
し
た
︒﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践
の
間
に
齟
齬
は
な
く
︑
さ
ら
に
そ
の
全
体
は
︑

﹁
武
篇
﹂に
お
け
る
理
想
的
な
戦
闘
の
あ
り
方
と
通
底
し
て
い
る
︒﹁
武
篇
﹂と﹁
奉
公
﹂の
違
い
は
︑"
戦
闘
"が
も
つ
時
間
的
な
射
程
と
そ
の
質
の
み
に
あ
っ
た
︒

　

し
か
し
︑
ま
さ
に
そ
の
時
間
的
な
射
程
の
長
さ
ゆ
え
︑
平
時
の
﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
武
勇
の
実
践
は
︑
有
事
の
﹁
武
篇
﹂
に
あ
っ
て
は
認
め
に
く
い
矛
盾

を
な
お
︑
内
に
抱
え
て
い
る
︒
武
士
と
し
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
出
す
︑
と
い
う
例
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
︑﹁
奉
公
﹂
の
実
践
は
︑
入
念
な
事

前
の
準
備
と
事
後
の
反
省
と
を
︑
不
可
欠
な
前
提
と
す
る
︒
当
座
の
働
き
は
︑
両
者
に
挟
ま
れ
て
は
じ
め
て
継
続
さ
れ
︑
磨
か
れ
も
し
た
の
で
あ
る
︒
す
ぐ

れ
て
反
省
的
で
持
続
的
な
吟
味
と
︑
そ
れ
を
﹁
無
分
別
﹂
に
棄
て
去
り
︑
超
越
し
た
地
点
で
は
じ
め
て
立
ち
現
れ
る
当
座
の
実
践
は
︑
い
か
に
し
て
つ
な
が

る
の
か
︒
こ
の
点
を
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践
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一
、
理
想
の
戦
闘
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践

　
﹃
葉
隠
﹄
が
説
い
た
死
の
覚
悟
と
実
践
の
あ
り
よ
う
を
め
ぐ
り
︑

拙
稿﹁﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
一
﹂第
二
項
に
お
け
る
死
│﹁
喧
嘩
打
返
﹂

の
理
想
形
に
即
し
て
﹂一
で
は
︑
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
︑
非
常
時
に
お

け
る
﹁
武
篇
﹂
の
問
題
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
︑
鍋
島
侍
に
と
っ
て

戦
闘
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
か
︑
と
い
う
問
題
と
し

て
考
察
し
た
︒
自
身
と
主
家
の
名
誉
︑
お
よ
び
恥
辱
に
か
か
わ
っ

て
︑
い
ざ
刀
を
抜
く
べ
き
か
否
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
重
大
事
に

直
面
し
た
と
き
︑
武
士
に
は
︑
死
の
覚
悟
が
問
わ
れ
る
︒
そ
れ
が

い
か
に
不
利
な
戦
闘
で
あ
ろ
う
と
も
︑
ま
た
︑
そ
も
そ
も
戦
闘
行

為
自
体
が
︑
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
は
処
罰
の
対
象
と
な

り
得
る
︑
と
い
う
時
代
状
況
を
前
提
と
し
つ
つ
︑
武
士
は
当
の
戦

い
に
身
を
投
じ
て
そ
こ
に
死
ぬ
こ
と
を
︑
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
機
を
外
さ
ず
に
一
瞬
で
も
早
く
︑
勝
算
や
事
後
の
評
価
を

見
積
る
よ
う
な
分
別
を
︑
棄
て
去
る
こ
と
︒
今
こ
の
戦
い
に
お
い

て
こ
そ
死
ぬ
の
だ
︑
と
い
う
覚
悟
ひ
と
つ
に
﹁
胸
す
わ
﹂二
る
こ
と

を
︑
口
述
者
山
本
常
朝
は
求
め
た
︒

　

武
士
が
覚
悟
を
決
し
た
瞬
間
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
︑
相
対
す

る
敵
に
向
か
っ
て
﹁
無
二
無
三
﹂三
に
斬
り
か
か
る
瞬
間
と
︑
一
つ

で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
覚
悟
を
踏
ま
え
て
発
動
さ
れ
る
実
践
の

中
身
は
︑
さ
し
あ
た
り
︑
相
手
を
全
力
で
殺
し
に
か
か
る
戦
闘
行

為
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
結
果
と
し
て
あ
え
な
く
返

り
討
ち
に
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
武
士
に
と
っ
て
恥
で
は
な
い
︒
む

し
ろ
そ
れ
は
︑
す
で
に
覚
悟
さ
れ
た
死
の
︑
成
就
で
あ
る
︒
よ
っ

て
こ
の
場
合
︑敵
に
斬
り
か
か
っ
て
か
ら
斬
り
殺
さ
れ
る
ま
で
が
︑

覚
悟
に
等
し
く
対
応
す
る
実
践
と
し
て
︑
鍋
島
侍
が
な
す
べ
き
戦

闘
の
一
部
始
終
で
あ
っ
た
︑
と
言
え
る
︒

　

で
は
︑
決
死
の
覚
悟
が
か
え
っ
て
活
路
を
開
き
︑
戦
闘
に
勝
利

を
も
た
ら
し
た
場
合
は
︑
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
勝
利
︑
す
な
わ
ち

相
手
方
を
殺
害
し
お
お
せ
る
こ
と
は
︑
当
面
の
戦
闘
行
為
が
目
的

と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
限
り
︑
見
事
な
結
果
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ

は
︑
勝
算
や
評
価
を
度
外
視
し
た
覚
悟
こ
そ
が
︑
実
践
と
し
て
の

﹃
葉
隠
﹄
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践
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戦
闘
に
お
い
て
も
︑
計
り
知
れ
ず
底
知
れ
な
い
︑
真
の
強
度
を
生

み
出
す
と
い
う
こ
と
を
︑
証
し
立
て
も
す
る
で
あ
ろ
う
︒
勝
利
そ

の
も
の
は
︑
ひ
と
ま
ず
祝
着
と
さ
れ
て
よ
い
︒

　

し
か
し
な
が
ら
常
朝
は
︑
鍋
島
侍
が
勝
利
の
直
後
に
み
ず
か
ら

切
腹
し
て
果
て
た
事
例
四

を
︑︵
切
腹
の
裁
定
を
待
っ
た
赤
穂
浪
士

の
事
例
と
対
照
さ
せ
る
形
で
︶
称
賛
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て

言
え
ば
︑
勝
利
は
必
ず
し
も
︑
自
身
と
主
家
の
恥
を
そ
そ
ぎ
︑
名

を
上
げ
る
こ
と
の
全
体
を
︑
お
お
う
結
果
で
は
な
い
︒
勝
ち
を
得

た
場
合
に
あ
っ
て
も
︑
そ
こ
に
主
体
的
な
自
身
の
死
を
添
え
て
は

じ
め
て
︑
理
想
の
戦
闘
は
完
結
す
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
も
︑
あ
ら

か
じ
め
覚
悟
さ
れ
た
死
と
そ
の
実
践
と
が
︑
や
は
り
等
し
く
対
応

す
る
こ
と
を
︑
常
朝
は
求
め
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑﹃
葉
隠
﹄が
説
い
た
死
の
覚
悟
と
実
践
は
︑﹁
武
篇
﹂

の
発
動
と
い
う
局
面
に
つ
い
て
み
る
限
り
︑
き
わ
め
て
一
体
的
で

あ
る
︒
両
者
の
内
実
が
相
即
し
て
い
る
︑
と
い
う
意
味
で
一
体
的

な
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
こ
に
は
時
間
的
な
間
隙
も
︑
許
容
さ
れ
て

い
な
い
︒
非
常
事
態
の
発
生
を
受
け
た
覚
悟
の
瞬
間
か
ら
︑
戦
闘

行
為
へ
の
踏
み
込
み
︑
敗
北
し
た
場
合
の
死
︵
勝
利
し
た
場
合
の

自
決
︶
ま
で
は
︑
少
な
く
と
も
当
事
者
の
意
識
に
お
い
て
︑
あ
く

ま
で
一
連
の
︑﹁
死
狂
ひ
﹂五
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
︑
反
省
的
な
﹁
智
恵
﹂
や
計
算
が
介
在
す
る
余
地
の
な

い
︑﹁
無
分
別
﹂六
な
時
間
で
あ
る
︒

二
、「
武
篇
」
と
「
奉
公
」
の
矛
盾

　

以
上
の
理
解
は
お
お
む
ね
︑
前
掲
し
た
拙
稿
に
お
け
る
考
察
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
先
に
あ
る
問
い
と
し
て
︑
有
事

の
﹁
武
篇
﹂
と
平
時
の
﹁
奉
公
﹂
と
は
い
か
に
し
て
接
続
さ
れ
得

る
か
︑
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
︒﹁
聞
書
第
一
﹂
第

二
項
の
﹁
武
士
道
と
云
ハ
死
ヌ
事
と
見
付
た
り
﹂
を
︑﹁
武
篇
﹂

の
発
動
を
想
定
し
た
場
合
に
は
上
記
の
よ
う
に
押
さ
え
る
と
し
て

も
︑
覚
悟
と
実
践
を
一
つ
に
貫
く
そ
の
﹁
無
分
別
﹂
な
あ
り
よ
う

を
︑
当
時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
日
常
的
な
現
実
で
あ
り
︑

し
た
が
っ
て
よ
り
長
く
持
続
的
な
時
間
で
も
あ
る
︑
平
時
の
﹁
奉

公
﹂
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
は
︑果
た
し
て
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　
﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
の
末
尾
が

　
　

 

毎
朝
毎
夕
改
て
ハ
死
ニ
〻
常
住
死
身
ニ
成
て
居
る
時
ハ
︑
武

道
ニ
自
由
を
得
︑
一
生
越
度
な
く
︑
家
職
を
仕
課
す
へ
き
也
︒

と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
冒
頭
で
﹁
死
ヌ
事
と
見

付
た
り
﹂
と
さ
れ
る
﹁
武
士
道
﹂
は
︑明
ら
か
に
﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉

公
﹂
を
ま
た
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
冒
頭
の
言
が
︑
末
尾

の
内
容
を
よ
り
具
体
的
な
帰
結
と
す
る
主
張
で
あ
る
︑
と
い
う
流

れ
を
認
め
る
な
ら
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
︑﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
覚
悟

と
実
践
の
あ
り
よ
う
に
こ
そ
活
か
さ
れ
る
べ
き
教
訓
︑
と
も
な
る

三



で
あ
ろ
う
︒

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
は
い
か
に
し
て
接

合
さ
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
統
一
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
と
い
う
問
題

は
︑
そ
こ
に
あ
る
矛
盾
の
深
さ
七

ゆ
え
に
︑﹃
葉
隠
﹄
研
究
に
お
い

て
今
な
お
︑
解
か
れ
き
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

　

当
の
課
題
を
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
奉
公
﹂︑
な
か
ん
ず
く
﹁
家
職
﹂

の
側
面
を
重
視
し
な
が
ら
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
小
池
喜
明

﹃
葉
隠　
武
士
と
﹁
奉
公
﹂﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
九
年
︶
で

あ
る
︒﹁﹃
葉
隠
﹄
を
勇
壮
か
つ
凛
烈
な
武
士
道
的
世
界
一
色
に
し

た
が
る
従
来
の
武
士
道
論
者
た
ち
﹂八
に
抗
し
て
︑﹁﹃
葉
隠
﹄
の
本

質
は
︑
武
士
道
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
﹁
奉
公
人
﹂
道
に
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
山
本
常
朝
の
精
神
世
界
の

奥
行
き
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂九
︑
と
述
べ
た

小
池
の
研
究
成
果
は
︑﹃
葉
隠
﹄研
究
史
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
た
︒

　
　

 ﹁
聞
書
﹂
一
・
二
の
﹁
教
訓
﹂
は
︑
戦
国
遺
風
の
﹁
武
士
道
﹂

を
懐
古
し
範
と
し
つ
つ
も
︑
そ
こ
で
の
﹁
死
﹂
の
覚
悟
を
見

事
な
﹁
奉
公
﹂
す
な
わ
ち
見
事
な
生
の
完
遂
の
原
点
と
し
て

泰
平
の
世
へ
と
転
位
し
︑
こ
れ
を
中
核
と
し
て
新
た
な
時
代

状
況
に
即
応
す
る
﹁
御
家
﹂︵
組
織
︶
中
心
の
﹁
奉
公
人
﹂
道

を
練
り
上
げ
て
い
る
︒
彼
は
戦
時
の
﹁
武
士
道
﹂
を
換
骨
奪

胎
し
︑
こ
れ
を
平
時
︵
治
世
︶
の
﹁
奉
公
人
﹂
道
へ
と
鋳
直

し
た
の
で
あ
る
︒
山
本
常
朝
の
日
本
思
想
史
上
に
お
け
る
意

義
は
︑
あ
げ
て
こ
の
一
点
に
あ
る
︒一
〇

　
　

 

彼
の
主
君
光
茂
が
﹁
御
治
世
﹂
に
お
け
る
み
ず
か
ら
の
戦
場

と
し
て
選
び
と
っ
た
の
が
﹁
歌
道
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
常

朝
に
と
っ
て
の
﹁
虎
口
前
﹂︵
戦
場
︶
は
こ
の
﹁
奉
公
﹂
と
い

う
舞
台
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
こ
そ
が
彼
が
み
ず
か
ら
選
択
し
︑

今
│
此
処
と
決
断
し
た
戦
場
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒一
一

　
　

 

い
わ
ゆ
る
武
士
道
的
世
界
と
﹁
奉
公
﹂
の
日
常
的
世
界
と
は

﹁
矛
盾
﹂
す
る
も
の
で
も
﹁
二
重
構
造
﹂
な
ど
で
も
あ
り
得

ず
︑
こ
の
両
世
界
は
治
世
に
あ
っ
て
通
底
か
つ
有
機
的
に
連

関
し
︑
と
も
に
治
世
即
応
の
﹁
奉
公
人
﹂
道
の
不
可
欠
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒一
二

と
い
っ
た
叙
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
小
池
は
︑
従
来
の
論
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
の
間
の

矛
盾
は
︑﹁
奉
公
﹂
お
よ
び
﹁
家
職
﹂
の
側
を
﹃
葉
隠
﹄
解
釈
の

足
場
と
し
︑
そ
の
具
体
的
内
実
に
分
け
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
解

消
さ
れ
る
と
し
た
︒
そ
の
際
︑﹁
武
篇
﹂と
と
も
に
あ
る
は
ず
の﹁
戦

場
﹂
と
い
う
想
定
︑
お
よ
び
死
の
覚
悟
が
︑
切
り
捨
て
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
な
お
︑﹃
葉
隠
﹄
の
思
想
的
﹁
原
点
﹂︑
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と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
当
の
覚
悟
が
実
践
と
し
て
形

を
と
り
︑
活
き
た
力
を
放
つ
の
は
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
奉
公
﹂
に
お

い
て
で
あ
る
︒
新
た
な
時
代
状
況
に
即
応
し
た
常
朝
は
︑
前
時
代

的
な
武
士
道
を
﹁
鋳
直
﹂
す
と
い
う
形
で
︑
む
し
ろ
﹁
奉
公
人
﹂

道
を
こ
そ
﹁
練
り
上
げ
﹂
た
︒
こ
の
よ
う
に
小
池
は
論
じ
て
い
る
︒

　

小
池
の
研
究
は
︑﹃
葉
隠
﹄
の
思
想
を
統
一
的
に
捉
え
る
た
め

の
新
た
な
視
角
を
提
示
し
た
︒
し
か
し
そ
の
枠
内
に
お
い
て
︑
彼

は
さ
ら
な
る
問
い
を
投
げ
か
け
て
も
い
る
︒

　
　

 ﹁
奉
公
人
﹂
道
は
﹁
武
道
﹂︵﹁
武
篇
﹂︶
と
﹁
奉
公
﹂
の
二
道

に
分
け
て
説
か
れ
る
が
︑
こ
の
両
者
は
共
に
﹁
死
の
覚
悟
﹂

を
基
盤
と
す
る
﹁
武
道
・
奉
公
一
篇
﹂
の
﹁
志
﹂
と
し
て
合

流
す
る
︒︵
中
略
︶
し
か
し
︑い
ま
か
り
に
﹁
無
分
別
﹂
の
﹁
武

道
﹂と﹁
分
別
﹂の﹁
奉
公
﹂と
い
う
よ
う
に
図
式
化
す
れ
ば
︑

こ
の
﹁
分
別
﹂
と
﹁
無
分
別
﹂
の
両
立
と
調
和
に
は
容
易
な

ら
ぬ
困
難
が
予
想
さ
れ
よ
う
︒
鉄
牛
の
い
う
よ
う
に﹁
分
別
﹂

が
過
ぎ
れ
ば
臆
病
と
な
り
︑
さ
り
と
て
ま
た
﹁
無
分
別
﹂
が

過
ぎ
れ
ば
暴
走
の
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
︒一
三

　
　

 

戦
国
武
士
た
ち
の
動
態
的
な
﹁
無
分
別
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
忠

孝
﹂
を
も
一
顧
だ
に
せ
ぬ
﹁
死
狂
ひ
﹂
が
平
時
に
流
入
す
る

非
合
理
性
は
常
朝
の
う
ち
に
多
分
に
残
存
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒︵
中
略
︶
ひ
と
は
﹁
犬
死
﹂
と
い
わ
ば
い
え
﹁︵
生
か
死
か

と
い
う
︶
二
つ
〳
〵
の
場
に
て
︑早
く
死
方
に
片
付
ば
か
り
也
﹂

と
い
う
﹁
無
分
別
﹂
へ
と
傾
斜
し
た
情
動
は
︑
そ
れ
ほ
ど
適

合
的
に
﹁
一
生
越
度
な
く
家
職
を
仕
課
す
﹂
と
い
う
平
時
の

日
常
性
の
う
ち
に
お
さ
ま
り
き
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
た
し

か
に
戦
国
武
士
た
ち
の
﹁
無
分
別
﹂
は
表
口
か
ら
駆
逐
し
た

も
の
の
︑﹁
清
浄
﹂
と
い
う
仏
教
的
浄
衣
に
包
ま
れ
て
裏
口

か
ら
し
の
び
入
る
﹁
無
分
別
﹂
が
彼
の
心
情
に
過
剰
に
作
用

す
る
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒／　

だ
が
こ
の
不
気
味

さ
を
欠
く
な
ら
ば
︑﹁
死
の
覚
悟
﹂
は
形
骸
化
し
︑﹁
閑
か
な

強
み
﹂
は
言
語
遊
戯
に
堕
し
︑﹁
奉
公
人
﹂
道
は
そ
の
生
気

と
動
態
性
を
完
全
に
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒一
四

﹁
武
篇
﹂
に
要
請
さ
れ
る
﹁
無
分
別
﹂
さ
は
︑﹁
鋳
直
﹂
し
の
手
続

き
を
経
て
も
な
お
︑
平
時
に
お
け
る
﹁
奉
公
﹂
の
あ
り
方
に
流
入

し
う
る
︒ま
た
そ
の
時
︑﹁﹁
無
分
別
﹂へ
と
傾
斜
し
た
情
動
﹂が
︑﹁
平

時
の
日
常
性
の
う
ち
に
お
さ
ま
り
﹂
き
ら
な
い
可
能
性
を
︑
小
池

は
認
め
る
の
で
あ
る
︒﹁﹁
分
別
﹂
と
﹁
無
分
別
﹂
の
両
立
と
調
和

に
は
容
易
な
ら
ぬ
困
難
﹂
が
あ
る
は
ず
で
︑
当
の
﹁
困
難
﹂
を
常

朝
自
身
が
ど
こ
ま
で
克
服
し
得
た
か
は
と
も
か
く
︑
彼
の
練
り
上

げ
た
﹁
奉
公
人
﹂
道
に
は
︑﹁
無
分
別
﹂
な
情
動
が
反
省
的
な
﹁
分

別
﹂
を
食
い
破
り
か
ね
な
い
︑
と
い
う
﹁
不
気
味
さ
﹂
を
︑
看
取
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す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
も
そ
の
﹁
不
気
味
さ
﹂
こ
そ
は
︑
常

朝
の
思
想
の
い
わ
ば
命
で
あ
り
︑﹁
彼
の
思
想
を
た
と
え
ば
儒
者

山
鹿
素
行
に
よ
り
儒
教
的
に
彫
琢
か
つ
整
序
さ
れ
た
﹁
士
道
﹂
な

ど
か
ら
区
別
す
る
決
定
的
指
標
の
一
つ
と
な
る
は
ず
﹂一
五

だ
︑
と

小
池
は
説
い
て
い
る
︒

　
﹃
葉
隠
﹄
が
説
く
武
士
道
の
全
体
を
ど
の
よ
う
に
枠
ど
り
︑
ど

う
名
づ
け
る
べ
き
か
は
お
い
て
も
︑そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る﹁
武

篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
の
内
容
的
な
矛
盾
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
今
な

お
解
か
れ
き
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
矛
盾
に
分
け

入
る
た
め
の
手
が
か
り
は
︑
鍋
島
侍
の
﹁
奉
公
﹂
に
求
め
ら
れ
る

覚
悟
と
実
践
の
内
実
︑
そ
し
て
両
者
に
お
け
る
﹁
分
別
﹂
の
消
息

に
あ
る
︑
と
も
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

三
、「
奉
公
」
と
は
何
か

　

そ
も
そ
も
︑﹁
奉
公
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
宝
永
五
年
︵
一

七
〇
八
︶︑
山
本
常
朝
が
養
子
の
山
本
常
俊
︵
権
之
丞
︶
に
授
け

た
教
訓
書
﹃
愚
見
集
﹄
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
　

 

奉
公
と
は
︑
公
に
奉
る
と
書
き
た
り
︒
則
ち
今
身
命
を
殿
様

に
奉
り
て
見
よ
︑
早
私
と
云
ふ
も
の
は
一
物
も
な
く
な
る
な

り
︒
身
命
主
君
の
物
な
れ
ば
︑主
人
を
心
王
と
崇
め
奉
り
て
︑

御
下
知
を
受
け
て
萬
事
を
な
せ
︒
十
二
時
中
︑
行
住
坐
臥
︑

飲
茶
談
笑
︑
挙
手
動
足
︑
忠
節
な
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
︒

御
城
に
出
で
︑
御
前
に
出
て
︑
役
儀
を
勤
む
る
ば
か
り
を
奉

公
と
云
ふ
に
あ
ら
ず
︒
即
座
に
大
切
の
御
被
官
一
人
出
来
た

る
な
り
︒
是
を
名
附
け
て
忠
臣
と
云
ふ
︒
則
ち
奉
公
の
根
本

な
り
︒一
六

奉
公
と
は
︑自
ら︵
=
私
︶の
存
在
を﹁
身
命
﹂ご
と
︑﹁
殿
様
﹂﹁
主

君
﹂﹁
主
人
﹂︵
=
公
︶
に
献
上
す
る
︑と
い
う
﹁
忠
節
﹂
で
あ
る
︒

そ
れ
は
当
然
︑
実
践
と
し
て
い
つ
で
も
直
ち
に
︑
完
遂
で
き
る
よ

う
な
業
で
は
な
い
︒
し
か
し
常
朝
は
︑﹁
今0

身
命
を
殿
様
に
奉
り

て
見
よ

0

0

0

﹂︑
と
言
う
︒
こ
れ
は
︑
単
に
そ
う
し
た
想
定
を
求
め
る

話
で
は
な
く
︑
覚
悟
の
要
請
で
あ
る
︒
己
れ
の
﹁
身
命
﹂
は
我
が

物
で
な
い
︑
す
で
に
主
君
の
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
覚
悟
を
﹁
今
﹂

決
す
る
な
ら
︑﹁
早
﹂﹁
即
座
に
﹂︑﹁
私
と
云
ふ
も
の
は
一
物
も
な

く
な
﹂
る
︒
こ
の
時
す
で
に
︑﹁
大
切
の
御
被
官
一
人
﹂︑
す
な
わ

ち
か
け
が
え
な
い
一
個
の
﹁
忠
臣
﹂
が
︑﹁
出
来
た
る
﹂
こ
と
に

な
る
の
だ
︑
と
常
朝
は
説
い
て
い
る
︒

　

実
践
と
し
て
の
奉
公
・
忠
節
は
︑そ
の
瞬
間
か
ら
﹁
十
二
時
中
﹂︑

己
れ
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
と
し
て
︑務
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
御

城
に
出
で
︑
御
前
に
出
て
︑
役
儀
を
勤
む
る
﹂
実
践
が
そ
れ
に
あ

た
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑﹁
行
住
坐
臥
︑
飲
茶
談
笑
︑
挙
手

動
足
﹂
に
い
た
る
全
て
は
︑﹁
御
下
知
を
受
け
﹂
た
奉
公
の
実
践
︑
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す
な
わ
ち
忠
節
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒﹁
奉
公
の
根
本
﹂
を
︑

常
朝
は
こ
の
よ
う
に
説
い
た
︒

　
﹁
奉
公
﹂
と
は
何
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
公
﹂
の
意
味
が

最
大
の
関
門
で
あ
る
こ
と
は
︑
こ
の
一
節
だ
け
を
見
て
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
︒
主
君
は
な
ぜ
︑
上
記
の
よ
う
な
絶
対
的
献
身
の
対
象

た
り
得
る
の
か
︒
自
身
が
当
面
仕
え
る
主
君
と
︑
歴
代
の
主
君
が

束
ね
て
き
た
御
家
全
体
の
尊
さ
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の

か
︒
ま
た
︑そ
れ
ら
に
対
し
て
﹁
身
命
﹂
を
捧
げ
﹁
忠
節
﹂
を
尽
す
︑

己
れ
自
身
の
名
誉
や
矜
恃
は
︑
い
か
に
し
て
確
保
さ
れ
得
る
か
︒

　

こ
れ
ら
の
問
い
は
︑﹃
葉
隠
﹄
が
説
く
武
士
道
全
体
の
拠
り
ど

こ
ろ
を
衝
く
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た
︑﹁
武
篇
﹂

に
お
い
て
︑
鍋
島
侍
が
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
戦
う
の
か
︑
何
の

た
め
に
死
す
の
か
に
︑
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
問
い
で
も
あ
る
︒

　

し
か
し
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
︑
こ
れ
ら
の
大
き
な
諸
問
題
に
対

し
て
は
︑﹁
奉
公
﹂
の
具
体
相
を
分
析
す
る
中
で
得
ら
れ
る
手
が

か
り
を
︑
徐
々
に
積
み
重
ね
て
い
っ
た
先
で
な
け
れ
ば
︑
十
全
に

取
り
組
む
こ
と
が
出
来
な
い
︑
と
考
え
る
︒
少
な
く
と
も
本
稿
に

お
い
て
は
︑
主
君
や
主
家
の
尊
さ
を
最
大
限
に
見
積
も
り
つ
つ
︑

ま
ず
は
﹁
忠
節
﹂
の
内
実
へ
︑
分
け
入
っ
て
い
く
こ
と
を
課
題
と

し
た
い
︒

四
、
覚
悟
と
実
践
の
齟
齬

　

前
節
に
挙
げ
た
﹃
愚
見
集
﹄
の
教
え
か
ら
︑
ま
ず
も
っ
て
推
論

で
き
る
の
は
︑﹁
奉
公
﹂
人
と
し
て
の
覚
悟
が
︑
主
君
に
﹁
身
命
﹂

を
﹁
奉
る
﹂
こ
と
︑
端
的
に
い
え
ば
主
君
の
た
め
の
﹁
死
﹂
だ
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
で
に
掲
げ
て
お
い
た
﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書

第
一
﹂
第
二
項
末
尾
の
表
現
︑﹁
毎
朝
毎
夕
改
て
ハ
死
ニ
〻
常
住

死
身
ニ
成
て
居
る
時
ハ
﹂
を
︑﹁
朝
に
夕
に
︵
一
夜
を
生
き
延
び

た
朝
ご
と
に
︑
ま
た
そ
の
日
を
生
き
延
び
た
夕
ご
と
に
︶︑
己
れ

の
身
命
は
主
君
に
捧
げ
た
も
の
︑
と
い
う
覚
悟
を
固
め
直
し
︑
四

六
時
中
す
で
に
死
ん
だ
身
と
な
り
き
っ
て
い
る
な
ら
ば
﹂
の
意
味

で
受
け
取
る
と
き
︑
そ
れ
は
︑﹃
愚
見
集
﹄
で
覚
悟
を
求
め
ら
れ

た
﹁
今
﹂﹁
即
座
﹂
が
︑一
日
一
日
︵
あ
る
い
は
直
後
の
瞬
間
か
ら
︶

絶
え
間
な
く
更
新
さ
れ
︑
連
続
し
て
い
く
よ
う
な
意
識
状
態
︑
と

な
る
︒
あ
る
べ
き
鍋
島
侍
に
と
っ
て
の
覚
悟
は
︑日
々
の
﹁
奉
公
﹂

に
お
い
て
も
︑
あ
く
ま
で
﹁
死
﹂
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
そ
う
し
た
覚
悟
に
貫
か
れ
た
身
を
も
っ
て
行
わ
れ

る
︑
実
践
の
方
へ
目
を
転
じ
る
と
︑﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
を
︑

そ
う
た
や
す
く
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
非
常
時
の

﹁
武
篇
﹂︵
戦
闘
︶
に
お
け
る
実
践
は
︑
い
ざ
刀
を
抜
い
て
か
ら
死

ぬ
ま
で
を
一
息
の
も
の
と
す
る
︑﹁
死
狂
ひ
﹂
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑

日
常
的
な
﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
実
践
は
︑﹁
家
職
﹂﹁
役
儀
﹂
を
勤

め
る
こ
と
を
核
と
し
た
︑﹁
行
住
坐
臥
︑
飲
茶
談
笑
︑
挙
手
動
足
﹂

七



の
全
て
︑
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
そ
の
道
の
り
は
︑
主
君
へ
の
忠
節

を
日
々
積
み
重
ね
た
先
で
︑﹁
一
生
越
度
な
く
︑
家
職
を
仕
課
す
﹂

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
は
ず
の
︑
い
わ
ば
﹁
生
﹂
を
つ
な
ぐ
道

で
あ
る
︒﹁
武
篇
﹂と﹁
奉
公
﹂に
お
け
る
実
践
は
︑﹁
死
﹂と﹁
生
﹂

と
い
う
基
調
の
色
合
い
に
お
い
て
︑
ま
た
よ
り
本
質
的
に
は
︑
時

間
的
な
長
さ
と
質
に
お
い
て
︑
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒

　

だ
と
す
る
と
︑
い
ま
﹁
奉
公
﹂
の
局
面
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
た

と
え
﹁
死
﹂
の
覚
悟
が
︑
日
々
の
一
瞬
一
瞬
に
ま
で
︑
ま
た
己
れ

の
骨
身
に
ま
で
︑
浸
み
わ
た
っ
た
も
の
だ
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
あ

く
ま
で
覚
悟
さ
れ
た
﹁
死
﹂
で
し
か
な
い
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
︒
ま
た
︑
実
践
の
結
果
が
そ
の
つ
ど
﹁
生
﹂
に
転
じ
て
い
く
の

は
︑
む
し
ろ
望
ま
し
い
齟
齬
で
さ
え
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑﹁
家
職
﹂﹁
役
儀
﹂
に
落
ち
度
が
な
く
︑
あ

る
一
日
を︵
あ
る
い
は
一
定
の
年
月
を
︶生
き
延
び
得
た
︑と
い
う
︑

そ
の
時
点
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

結
果
か
ら
み
れ
ば
︑
そ
こ
で
は

0

0

0

0

覚
悟
さ
れ
た

は
ず
の
死
が
実
現
し
な
か
っ
た
︑
と
言
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
︒

五
、
結
果
と
し
て
の
「
浪
人
切
腹
」

　

し
か
し
こ
こ
で
︑﹁
奉
公
﹂
に
お
い
て
覚
悟
さ
れ
る
﹁
死
﹂
の

内
実
を
︑
も
う
一
歩
具
体
的
に
捉
え
直
す
と
き
︑
齟
齬
す
る
か
に

見
え
た
覚
悟
と
実
践
の
間
に
は
︑
新
た
な
対
応
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
︒

　
　

 

奉
公
人
の
打
留
め
︑
し
ま
り
は
浪
人
︑
切
腹
︑
此
の
二
ヶ
條

に
極
り
た
り
︒
其
の
身
一
代
恙
な
く
勤
め
た
り
と
も
︑
子
孫

の
代
に
︑
何
れ
の
が
れ
ざ
る
と
覺
悟
す
べ
し
︒
其
の
謂
は
れ

は
︑
主
人
の
御
恩
は
日
に
増
し
重
り
︑
報
じ
奉
る
こ
と
は
不

足
な
れ
ば
︑
何
と
し
て
も
荷
負
ひ
き
ら
ず
︑
御
罰
を
蒙
る
よ

り
外
な
し
︒
此
の
儀
を
得
心
し
て
︑
よ
く
〳
〵
當
介
を
思
ふ

べ
き
こ
と
な
り
︒崩
す
期
に
到
つ
て
少
し
も
驚
く
べ
か
ら
ず
︒

も
と
よ
り
奉
り
置
き
た
る
此
の
身
な
れ
ば
︑
是
奉
公
人
の
な

ら
ひ
な
り
と
観
念
す
べ
し
︒
有
為
轉
變
の
世
の
中
︑
天
下
も

國
家
も
︑
一
度
は
亡
ぶ
る
時
節
あ
る
も
の
な
り
︒
崩
し
て
御

知
行
を
返
上
申
す
も
︑
亦
御
奉
公
な
り
︒
但
し
崩
し
樣
に
は

品
あ
る
べ
し
︒
卑
怯
な
る
こ
と
に
て
崩
す
は
無
念
な
り
︒
後

來
の
名
も
恥
か
し
く
︑
先
祖
へ
も
面
目
な
き
こ
と
な
れ
ば
︑

き
れ
い
な
る
こ
と
に
て
崩
し
度
き
も
の
な
り
︒一
七

﹁
奉
公
﹂
と
い
う
実
践
の
﹁
打
留
め
︑
し
ま
り
﹂
は
︑
浪
人
も
し

く
は
切
腹
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
覚
悟
せ
よ
︑
と
常
朝
は
述
べ
て

い
る
︒
そ
の
わ
け
は
︑
自
身
が
ど
ん
な
に
﹁
忠
節
﹂
を
尽
く
そ
う

と
も
︑﹁
日
に
増
し
重
﹂
る
︵
ま
た
過
去
の
主
君
た
ち
の
代
か
ら

す
で
に
積
み
重
な
っ
て
き
た
︶﹁
主
人
の
御
恩
﹂
の
大
き
さ
に
は

と
う
て
い
釣
り
合
わ
ず
︑﹁
御
罰
を
蒙
る
﹂
の
は
当
然
だ
か
ら
︑

八



で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
﹁
観
念
﹂
は
︑﹁
も
と
よ
り
奉
り
置
き
た
る

此
の
身
﹂
と
い
う
︑本
稿
第
三
節
の
引
用
で
求
め
ら
れ
た
覚
悟
と
︑

重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
︒

　

も
と
よ
り
︑
浪
人
と
切
腹
は
︑
同
じ
で
は
な
い
︒
い
つ
か
帰
参

す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
は
い
る
﹁
浪
人
﹂
に
対
し
て
︑
直
接
の

死
に
あ
た
る
の
は
︑﹁
切
腹
﹂
の
方
の
み
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑

両
者
は
と
も
に
︑
武
士
と
し
て
の
生
の
断
絶
︑
で
は
あ
っ
た
︒﹁
奉

公
﹂
に
即
し
て
覚
悟
さ
れ
た
﹁
死
﹂
は
︑
具
体
的
に
は
こ
の
二
者

を
指
し
て
い
た
︑
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
︒

　

本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︑
覚
悟
さ
れ
た
﹁
死
﹂
の
︑
時
間

的
な
射
程
で
あ
る
︒
浪
人
切
腹
と
い
う
﹁
奉
公
﹂﹁
忠
節
﹂
の
現

実
的
な
﹁
打
留
め
︑
し
ま
り
﹂
は
︑
い
つ

0

0

訪
れ
る
︑
と
覚
悟
さ
れ

る
の
か
︒

　

そ
れ
が
主
君
か
ら
の
﹁
御
罰
﹂
で
あ
る
限
り
︑実
際
に
い
つ
﹁
御

下
知
﹂
が
下
さ
れ
る
の
か
︑
己
れ
自
身
に
は
わ
か
ろ
う
は
ず
も
な

い
︒
そ
の
﹁
時
節
﹂
は
︑
本
日
た
だ
今
か
も
し
れ
ず
︑
明
日
か
も

し
れ
な
い
︒
他
方
︑
自
身
の
寿
命
が
尽
き
る
ま
で
︑﹁
時
節
﹂
が

訪
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
一
生
越
度
な
く
︑
家

職
を
仕
課
す
﹂
こ
と
も
ま
た
︑
あ
り
得
る
︒

　

後
者
の
場
合
︑
処
罰
と
し
て
の
﹁
死
﹂
が
︑
あ
く
ま
で
自
分
一

人
の
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
︑
最
後
ま
で
こ
れ
を
免
れ
た
︑
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
常
朝
は
︑﹁
其
の
身
一
代
恙
な
く

勤
め
た
り
と
も
︑
子
孫
の
代
に
︑
何
れ
の
が
れ
ざ
る
と
覚
悟
す
べ

し
﹂
と
説
い
た
︒
つ
ま
り
︑
わ
が
子
孫
の
代
に
ま
で
射
程
を
広
げ

れ
ば
︑
ま
た
︑
己
れ
と
い
う
主
体
の
枠
を
﹁
家
﹂
に
ま
で
広
げ
る

な
ら
ば
︑
処
罰
と
し
て
の
﹁
死
﹂
は
︑
そ
れ
が
い
つ
で
あ
る
に
せ

よ
必
ず
︑
訪
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
全
て
の
場
合
を
︑
し
た
が
っ
て
︑
最
も
長
い
場
合
に

は
生
涯
の
先
に
あ
る
時
間
を
も
︑
一
挙
に
先
取
り
す
る
も
の
と
し

て
︑﹁
今
身
命
を
殿
様
に
奉
り
て
見
よ
﹂
と
い
う
死
の
覚
悟
は
︑

要
請
さ
れ
た
と
言
え
る
︒
覚
悟
そ
の
も
の
は
︑あ
く
ま
で﹁
今
﹂﹁
即

座
﹂
の
も
の
で
あ
る
︒
が
︑
覚
悟
さ
れ
た
﹁
死
﹂
の
時
間
的
射
程

は
︑﹁
武
篇
﹂
に
求
め
ら
れ
た
戦
死
と
対
照
的
に
︑
ま
た
﹁
奉
公
﹂

の
実
践

0

0

0

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
大
き
な
振
幅
を
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒

　

し
て
み
れ
ば
︑
あ
く
ま
で
そ
の
都
度
の

0

0

0

0

0

結
果
と
し
て
は
︑﹁
死
﹂

の
覚
悟
に
反
し
て

0

0

0

0

生
が
つ
な
が
れ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
と
し
て

も
︑
な
お
常
朝
の
中
で
︑
覚
悟
さ
れ
た
﹁
死
﹂
と
実
践
の
対
応
︑

少
な
く
と
も
実
践
の
結
末
と
し
て
あ
る
﹁
死
﹂
と
の
対
応
は
︑
保

持
さ
れ
て
い
た
︑
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

六
、
戦
闘
行
為
と
し
て
の
「
奉
公
」

　

す
で
に
押
さ
え
て
あ
る
よ
う
に
︑
日
常
的
な
﹁
奉
公
﹂
に
お
け

る
実
践
そ
の
も
の
は
︑﹁
家
職
﹂﹁
役
儀
﹂
を
勤
め
る
こ
と
を
核
と

九



し
た
︑﹁
行
住
坐
臥
︑飲
茶
談
笑
︑挙
手
動
足
﹂
の
全
て
︑で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
主
君
か
ら
下
さ
れ
る
﹁
御
罰
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
死
﹂

と
い
う
結
果
に
つ
い
て
は
︑そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
︑

あ
ら
か
じ
め
覚
悟
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
︑
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
た
︒
し
か
し
常
朝
は
ま
た
︑﹁
但
し
崩
し
樣
に
は
品
あ
る
べ
し
︒

卑
怯
な
る
こ
と
に
て
崩
す
は
無
念
な
り
︒後
來
の
名
も
恥
か
し
く
︑

先
祖
へ
も
面
目
な
き
こ
と
な
れ
ば
︑
き
れ
い
な
る
こ
と
に
て
崩
し

度
き
も
の
な
り
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
実
践
自
体
と
し
て
あ
る
﹁
忠

節
﹂
を
︑
ど
の
よ
う
に
尽
せ
と
︑
彼
は
説
く
の
だ
ろ
う
か
︒

　

そ
の
中
核
に
あ
る
﹁
家
職
﹂﹁
役
儀
﹂
を
め
ぐ
り
︑﹃
葉
隠
﹄
は

次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
︒

　
　

 

奉
公
人
は
只
奉
公
ニ
す
き
た
る
か
能
也
︒
又
大
役
抔
を
危
き

事
と
思
ひ
引
取
た
が
る
は
逃
尻
す
く
た
れ
者
也
︒
其
役
ニ

さ
ゝ
れ
て
心
な
ら
す
仕
損
す
る
は
虎
口
之
討
死
同
然
也
︒一
八

　
　

 

役
義
を
あ
ふ
な
く
思
ふ
は
す
く
た
れ
者
也
︒
其
事
ニ
備
リ
た

る
身
な
れ
は
︑
其
事
ニ
て
仕
損
す
る
ハ
定
り
た
る
事
也
︒
外

之
事
私
之
事
に
て
仕
損
す
る
こ
そ
︑
辱
ニ
て
も
有
へ
し
︒
不

調
法
ニ
て
何
と
可
相
勤
哉
と
の
心
遣
ひ
ハ
可
有
事
也
︒一
九

　
　

 

公
界
と
寝
間
之
内
︑
虎
口
前
と
畳
之
上
︑
二
ツ
ニ
成
︑
俄
ニ

作
リ
立
ル
故
︑
間
ニ
不
合
也
︒
唯
常
〻
ニ
有
事
也
︒
畳
之

上
ニ
而
武
勇
之
顕
る
ゝ
者
な
ら
て
は
虎
口
ヘ
も
撰
出
さ
れ

す
︒二
〇

﹁
家
職
﹂
あ
る
い
は
そ
の
一
部
や
延
長
と
し
て
︑
身
に
あ
て
が
わ

れ
た
﹁
役
義
﹂
の
成
否
を
危
ぶ
む
の
は
︑﹁
す
く
た
れ
者
﹂︵
卑
怯

者
・
不
心
得
者
︶
の
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
重
大
な
役
目
に

あ
え
て
指
名
さ
れ
た
時
︑
そ
れ
を
﹁
危
き
事
﹂
と
思
っ
て
辞
退
し

た
が
る
の
も
︑
や
は
り
︑
逃
げ
腰
の
卑
怯
者
で
あ
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑﹁
仕
損
﹂
じ
る
こ
と
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ

も
主
君
の
名
に
お
い
て
託
さ
れ
た
重
い
責
務
を
︑
い
か
に
力
を
尽

し
勤
め
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
御
恩
﹂
報
じ
と
し
て
不
足
な
の
は
︑
は

な
か
ら
知
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
仮
に
そ
こ
ま
で
の
覚
悟
が
な
く
て

も
瑕
疵
な
く
務
め
ら
れ
て
よ
い
は
ず
の
︑脇
役
や
私
事
に
お
い
て
︑

無
駄
に
犯
し
た
﹁
仕
損
﹂
じ
な
ら
︑そ
れ
こ
そ
﹁
辱
﹂
で
も
あ
ろ
う
︒

が
︑
他
な
ら
ぬ
己
れ
が
担
う
﹁
公
﹂
務
に
︑
全
力
で
立
ち
向
か
っ

た
結
果
︑﹁
心
な
ら
す
﹂も﹁
仕
損
﹂じ
る
の
は
︑戦
場
で
の﹁
討
死
﹂

と
同
じ
で
あ
り
︑
恥
辱
に
は
あ
た
ら
な
い
︒
こ
こ
で
討
死
︑
と
い

う
覚
悟
の
も
と
︑
勇
ん
で
職
務
に
臨
め
ば
よ
い
︒

　

そ
の
よ
う
に
︑平
時
︵﹁
畳
之
上
﹂︶
の
﹁
奉
公
﹂
に
お
い
て
﹁
武

勇
﹂
を
顕
す
者
︑で
な
け
れ
ば
︑非
常
時
の
﹁
武
篇
﹂︵﹁
虎
口
前
﹂︶

に
お
い
て
も
︑
持
ち
場
を
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
逆
に
︑
畳
の

一
〇



上
な
ら
安
泰
︑
と
日
ご
ろ
油
断
す
る
者
は
︑
非
常
時
に
な
っ
て
は

じ
め
て
慌
て
だ
し
︑
戦
い
に
遅
れ
を
と
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同

じ
く
︑
わ
が
﹁
寝
間
﹂
の
内
な
ら
と
油
断
し
き
っ
た
者
は
︑
い
ざ

公
務
の
場
︵﹁
公
界
﹂︶
に
出
て
も
︑
目
覚
ま
し
く
は
働
け
な
い
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
私
的
な
﹁
寝
間
﹂
と
﹁
公
界
﹂︑ま
た
﹁
畳

之
上
﹂
と
﹁
虎
口
前
﹂
が
︑﹁
二
ツ
﹂
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
せ
よ
︑

と
常
朝
は
説
い
た
︒

　

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑常
朝
が﹁
奉
公
﹂﹁
忠
節
﹂

の
実
践
に
求
め
た
の
は
︑
非
常
時
の
戦
闘
行
為
と
同
様
︑﹁
武
勇
﹂

の
発
揮
で
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
こ
に
倒
す
べ
き
敵
が
い
る
わ

け
で
は
な
い
︒﹁
家
職
﹂﹁
役
儀
﹂
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
そ
こ
に
あ

る
の
は
主
君
の
﹁
御
下
知
﹂
と
そ
の
内
容
︑
す
な
わ
ち
職
務
だ
け

で
あ
る
︒
し
か
し
︑そ
れ
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
実
践
の
構
え
は
︑

﹁
武
篇
﹂
に
お
い
て
い
ざ
敵
を
殺
そ
う
と
す
る
時
の
そ
れ
と
︑
根

本
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
失
敗
し

た
時
︑
こ
と
に
そ
れ
が
﹁
大
役
﹂
に
お
け
る
取
り
返
し
が
つ
か
な

い
失
態
で
あ
る
時
に
は
︑
浪
人
切
腹
と
い
う
﹁
死
﹂
が
待
っ
て
い

る
点
も
︑﹁
武
篇
﹂と
同
じ︵﹁
虎
口
之
討
死
同
然
﹂︶な
の
で
あ
っ
た
︒

　

た
だ
し
﹁
武
篇
﹂
と
異
な
る
の
は
︑
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
遂
行

し
得
た
場
合
で
あ
る
︒︵
当
代
に
あ
っ
て
︶
天
下
の
秩
序
そ
の
も

の
に
抵
触
す
る
刃
傷
沙
汰
を
起
こ
し
た
時
と
は
異
な
り
︑
た
と
え

勝
利
し
て
も
直
後
に
自
ら
死
ぬ
べ
し
︑
と
い
う
よ
う
な
要
請
は
︑

﹁
奉
公
﹂
に
お
い
て
あ
り
得
な
い
︒
一
つ
の
務
め
を
果
た
せ
ば
︑

次
の
働
き
場
所
が
あ
る
︒
も
し
︑
見
事
﹁
大
役
﹂
を
務
め
お
お
せ

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
出
世
︑
す
な
わ
ち
よ
り
責
任
の
重
い

持
ち
場
を
与
え
ら
れ
る
名
誉
も
︑
あ
り
得
る
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
ど
ん
な
に
そ
の
都
度
﹁
生
﹂
を
つ
な
ぎ
得
た
と
し
て

も
︑ま
た
︑た
と
え
そ
の
先
で
﹁
一
生
越
度
な
く
︑家
職
を
仕
課
す
﹂

こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
︑﹁
奉
公
人
の
打
留
め
︑
し
ま
り
﹂
は
︑

あ
く
ま
で
浪
人
切
腹
︑す
な
わ
ち
﹁
死
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

最
終
的
な
﹁
討
死
﹂
は
︑
不
可
避
で
あ
る
︒﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る

戦
闘
が
﹁
武
篇
﹂
と
異
な
る
の
は
︑
己
れ
の
戦
い
の
終
結
︑﹁
生
﹂

の
し
ま
い
時
が
い
つ
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

︑と
い
う
点
の
み
だ
と
言
え
よ
う
︒

﹁
一
生
越
度
な
く
︑
家
職
を
仕
課
﹂
し
て
の
︵
す
な
わ
ち
個
人
的

な
寿
命
を
全
う
し
た
︶﹁
死
﹂
も
含
め
て
︑
そ
の
時
ま
で
を
生
き

る
﹁
奉
公
人
﹂
に
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
積
み
重
ね
ら
れ
る
一
日
一

日
︑
一
瞬
一
瞬
を
︑
ど
れ
だ
け
﹁
死
﹂
の
覚
悟
に
徹
し
た
﹁
武
勇
﹂

の
実
践
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
︑
で
あ
っ
た
︒

　

以
上
︑﹁
奉
公
﹂に
求
め
ら
れ
た
覚
悟
と
実
践
の
対
応
︑お
よ
び
︑

そ
の
全
体
が
﹁
武
篇
﹂
に
お
け
る
理
想
的
な
戦
闘
の
あ
り
方
と
通

底
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
ま
ず
押
さ
え
た
も
の
と
し

た
い
︒
予
定
の
紙
幅
は
尽
き
つ
つ
あ
る
が
︑
次
節
以
降
で
は
︑
こ

こ
ま
で
の
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
︑
そ
れ
で
も
な
お
解
き
が
た
い

矛
盾
の
あ
り
か
へ
と
︑
足
を
踏
み
入
れ
て
お
く
︒

一
一



七
、
一
言
の
「
武
勇
」

　
﹁
奉
公
﹂﹁
忠
節
﹂
の
実
践
は
︑﹁
行
住
坐
臥
︑
飲
茶
談
笑
︑
挙

手
動
足
﹂
の
全
て
に
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
さ
れ
た
︒
な
か

で
も
常
朝
が
重
視
し
た
の
は
︑
武
士
の
発
言
で
あ
る
︒

　
　

 

武
士
は
当
座
之
一
言
か
大
事
也
︒
只
一
言
ニ
て
武
勇
顕
ハ

る
ゝ
也
︒
治
世
ニ
勇
を
顕
す
ハ
詞
也
︒
乱
世
ニ
も
一
言
ニ
て

剛
臆
見
ゆ
る
と
見
へ
た
り
︒
此
一
言
か
心
之
花
也
︒
口
ニ
て

は
い
わ
れ
ぬ
物
也
︒二
一

　
　

 

武
士
は
万
事
ニ
心
を
付
︑
少
ニ
て
も
お
く
れ
ニ
成
事
を
可
嫌

也
︒
就
中
物
云
ニ
不
吟
味
な
れ
ハ
︑
我
は
臆
病
也
︑
其
時
は

逃
可
申
︑
お
そ
ろ
し
き
︑
い
た
ひ
抔
と
云
事
有
︒
ざ
れ
ニ
も

た
わ
ふ
れ
ニ
も
寝
言
ニ
も
た
わ
言
ニ
も
云
ま
し
き
詞
也
︒
心

有
者
之
聞
て
ハ
心
之
奥
お
し
は
か
る
物
也
︒
兼
而
吟
味
し
て

可
置
事
也
︒二
二

　
　

 

奉
公
之
心
掛
を
す
る
時
分
︑
内
ニ
て
も
外
ニ
而
も
膝
を
崩
し

た
る
事
な
し
︒
物
を
い
わ
す
︑
云
ハ
て
不
叶
事
は
十
言
を
一

言
て
澄
ス
様
ニ
と
心
掛
し
也
︒二
三

と
く
に
治
世
に
お
い
て
︑
そ
の
者
の
﹁
武
勇
﹂︵
の
程
度
︶
を
顕

す
の
は
︑﹁
詞
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
逃
げ
る
・
恐
ろ
し
い
・
痛

い
と
い
っ
た
︑
弱
気
を
示
す
言
葉
は
︑
冗
談
に
も
寝
言
に
も
︑
吐

か
れ
る
べ
き
で
な
い
︒
逆
に
何
か
を
発
言
し
て
し
か
る
べ
き
﹁
奉

公
﹂
の
場
で
も
︑
真
に
必
要
で
な
い
限
り
は
﹁
物
を
い
わ
﹂
ず
︑

絞
り
込
ま
れ
た
必
要
事
項
の
伝
達
に
あ
た
っ
て
は
︑
無
駄
な
冗
長

さ
を
避
け
︑﹁
十
言
を
一
言
﹂に
も
凝
縮
さ
せ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
︑

と
常
朝
は
言
う
︒

　

言
葉
に
お
い
て
﹁
武
勇
﹂
を
示
す
た
め
に
は
︑
そ
の
内
容
や
分

量
だ
け
で
な
く
︑
発
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
当
座

之
一
言
﹂
と
さ
れ
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
︑
発
す
べ
き
機
を
逃
し
た

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
と
く
に
︑
他
人
の
方
か
ら
物
を
言

い
か
け
ら
れ
た
時
︑
た
だ
ち
に
機
敏
な
返
答
が
出
来
な
い
あ
り
よ

う
は
︑﹁
油
断
﹂二
四

と
も
﹁
腰
抜
﹂二
五

と
も
評
さ
れ
る
︒
た
だ
ひ
た

す
ら
寡
黙
で
あ
れ
ば
よ
い
︑
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

﹁
少
ニ
て
も
お
く
れ
ニ
成
事
を
可
嫌
也
﹂
と
は
︑﹁
武
勇
﹂
に
お
い

て
少
し
で
も
他
人
の
後
塵
を
拝
す
る
こ
と
を
戒
め
る
も
の
で
あ
る

が
︑
発
言
の
機
を
む
ざ
む
ざ
と
逃
す
こ
と
も
ま
た
︑﹁
お
く
れ
﹂

の
内
に
入
る
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
武
士
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
言
葉
の
出
し
方
を
う

か
が
う
時
︑
と
く
に
機
を
外
さ
な
い
こ
と
の
大
切
さ
を
見
る
時
︑

﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
実
践
全
体
に
も
通
じ
る
問
題
が
︑
煮
出
さ
れ

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
し
か
る
べ
き
瞬
間
に
し
か

一
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る
べ
き
言
葉
を
出
す
た
め
︑﹁
兼
而
﹂︵
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
︶
な

さ
れ
て
お
く
べ
き
﹁
吟
味
﹂
と
い
う
営
み
の
内
実
︑
お
よ
び
そ
の

意
義
は
何
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

　
﹁
一
言
﹂
の
発
出
さ
れ
る
﹁
当
座
﹂
が
︑
あ
く
ま
で
も
現
場
で

生
起
す
る
事
態
に
即
し
た
︑
そ
の
瞬
間
で
あ
る
限
り
︑
発
言
は
い

わ
ば
︑
刺
激
を
受
け
て
弾
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
反
応
に
近
し
い
︒

そ
こ
で
自
身
が
何
を
ど
の
よ
う
に
︑
音
声
と
し
て
発
す
る
の
か
に

つ
い
て
は
︑
最
後
の
最
後
︑
ど
う
し
て
も
反
省
的
な
操
作
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
あ
る
︑
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
局
面
そ
の
も
の

は
大
き
く
異
な
る
け
れ
ど
も
︑﹁
武
篇
﹂
に
お
け
る
﹁
死
狂
ひ
﹂

の
質
と
し
て
第
一
節
末
尾
に
述
べ
た
︑
反
省
的
な
﹁
智
恵
﹂
や
計

算
が
介
在
す
る
余
地
の
な
い
﹁
無
分
別
﹂
さ
が
︑
一
言
を
発
す
る

﹁
当
座
﹂
に
は
色
濃
く
含
ま
れ
て
い
る
︒

　

そ
れ
に
対
し
︑﹁
兼
而
﹂
の
﹁
吟
味
﹂
は
︑
す
ぐ
れ
て
反
省
的

な
営
み
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
武
士
と
し
て
︑
い
か
な
る
時
も
避
け
る

べ
き
言
葉
は
何
か
︒﹁
大
変
大
難
之
時
﹂二
六

︑
ま
た
逆
に
﹁
仕
合
能

時
﹂二
七

︑
あ
る
い
は
何
気
な
い
そ
の
場
限
り
の
﹁
挨
拶
咄
﹂二
八

︑
そ

れ
ぞ
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
︑
し
か
る
べ
き
言
葉
の
出
し
方
は
︑
ど

の
よ
う
な
も
の
か
︒
た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
答
え
を
︑
あ

ら
か
じ
め
心
に
準
備
し
て
お
こ
う
と
す
る
の
が
︑﹁
兼
而
﹂
の
﹁
吟

味
﹂
で
あ
る
︒
す
で
に
生
起
し
た
同
様
の
事
態
に
直
面
し
︑
自
他

が
発
し
た
種
々
の
言
葉
や
そ
の
結
果
を
︑
事
後
に
反
省
し
︑
来
た

る
べ
き
機
会
の
た
め
の
戒
め
や
鑑
と
す
る
︒
そ
う
し
た
︑
継
続
的

か
つ
入
念
な
反
省
と
準
備
が
︑﹁
兼
而
﹂
の
﹁
吟
味
﹂
に
あ
た
る

と
考
え
ら
れ
る
︒

　
﹁
兼
而
﹂
の
十
分
な
﹁
吟
味
﹂
や
﹁
心
掛
﹂
こ
そ
が
︑﹁
当
座
﹂

に
お
い
て
﹁
お
く
れ
﹂
な
く
︑
過
不
足
な
い
﹁
一
言
﹂
を
武
士
に

吐
か
せ
る
︑と
常
朝
は
説
く
︒
し
か
し
︑﹁
当
座
﹂と
は
そ
も
そ
も
︑

反
省
的
な
営
為
を
踏
ま
え
る
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
立
ち
超
え
る

瞬
間
で
は
な
か
っ
た
か
︒
再
び
﹁
武
篇
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
て

さ
ら
に
強
く
言
え
ば
︑
武
士
が
覚
悟
を
決
し
︑
刀
を
抜
い
て
戦
い

に
踏
み
出
す
の
は
︑
勝
算
や
評
価
を
見
積
も
る
﹁
分
別
﹂
を
︑
丸

ご
と
棄
て
去
る
瞬
間
で
は
な
か
っ
た
か
︒
ま
た
︑
そ
の
戦
闘
に
活

路
を
開
き
︑
勝
利
し
得
る
の
も
︑
何
よ
り
﹁
無
分
別
﹂
な
﹁
死
狂

ひ
﹂
の
働
き
あ
っ
て
こ
そ
︑
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒

　
﹁
兼
而
﹂
の
﹁
吟
味
﹂
と
﹁
当
座
﹂
の
﹁
一
言
﹂
を
︑﹁
奉
公
﹂﹁
忠

節
﹂
に
お
け
る
実
践
例
の
内
部
構
造
と
し
て
取
り
出
す
と
き
︑
両

者
の
結
節
点
に
は
︑
大
き
な
矛
盾
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
︒
武
士
の

発
言
が
︑﹁
奉
公
﹂﹁
忠
節
﹂
の
中
に
あ
っ
て
も
顕
著
に
そ
の
者
の

﹁
武
勇
﹂
を
表
出
す
る
実
践
だ
︑
と
い
う
な
ら
な
お
の
こ
と
︑﹁
兼

而
﹂
と
﹁
当
座
﹂
の
間
に
あ
る
時
間
的
な
長
さ
と
質
の
違
い
︑﹁
吟

味
﹂
と
﹁
一
言
﹂
の
間
に
あ
る
矛
盾
に
︑
目
を
向
け
る
こ
と
の
意

味
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
︒

　

言
葉
を
出
す
と
い
う
実
践
の
重
さ
に
関
連
し
て
︑﹃
愚
見
集
﹄

一
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所
収
の
教
え
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

　
　

 
忠
の
肝
要
は
諫
に
極
る
︒
治
国
平
天
下
の
根
本
な
れ
ば
︑
尤

も
他
事
な
き
事
な
り
︒
然
れ
ど
も
︑
節
に
臨
み
て
一
命
を
捨

つ
る
者
は
多
か
れ
ど
も
︑
主
人
に
御
意
見
を
申
す
者
は
︑
昔

よ
り
稀
な
り
︒
畢
竟
罪
を
恐
れ
︑
身
を
思
ふ
故
な
り
︒
前
に

言
は
ず
や
︑
身
命
を
主
君
に
抛
げ
置
き
た
る
も
の
︑
何
ぞ
諫

む
る
に
難
か
ら
ん
︒二
九

　
　

 

抑
〻
忠
節
の
肝
要
は
君
に
諫
を
申
す
こ
と
に
候
︒
奉
公
を
仕

る
か
ら
は
肝
要
の
忠
節
を
盡
さ
で
は
甲
斐
も
な
し
︒
然
ら
ば

諫
を
申
す
べ
し
と
思
ひ
て
も
︑
其
の
位
に
い
た
ら
ね
ば
諫
む

る
こ
と
な
ら
ず
︒
然
ら
ば
家
老
の
座
に
直
り
て
諫
む
る
よ
り

外
な
し
︒三
〇

﹁
奉
公
﹂﹁
忠
節
﹂
の
最
終
目
標
は
︑家
老
に
ま
で
出
世
し
た
上
で
︑

主
君
に
諫
言
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
が
容
れ
ら
れ
る
の
は
当

然
﹁
忠
﹂
で
あ
る
が
︑
怒
り
を
買
っ
て
浪
人
切
腹
を
命
じ
ら
れ
る

の
も
︑
主
君
の
た
め
の
﹁
死
﹂
と
い
う
覚
悟
の
成
就
と
し
て
︑
こ

の
上
な
い
理
想
で
あ
る
︒
常
朝
に
と
っ
て
最
高
の
﹁
奉
公
﹂︑
そ

し
て
最
高
の
﹁
武
勇
﹂
は
︑
自
ら
の
存
在
価
値
の
源
泉
で
も
あ
る

主
君
を
相
手
ど
っ
た
︑
言
葉
の
発
出
︑
な
の
で
あ
っ
た
︒
本
稿
に

お
い
て
棚
上
げ
し
た
﹁
公
﹂
の
意
味
を
考
え
る
上
で
も
︑
言
葉
と

い
う
観
点
は
外
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
指
摘
し
て
お
き
た

い
︒

八
、
総
括
と
今
後
の
課
題

　
﹃
葉
隠
﹄
の
武
士
道
に
お
い
て
︑
有
事
の
﹁
武
篇
﹂
と
平
時
の

﹁
奉
公
﹂
と
は
︑
い
か
に
し
て
接
続
さ
れ
る
か
︒﹁
武
篇
﹂
に
お
け

る
死
の
覚
悟
と
実
践
を
一
つ
に
貫
く
﹁
無
分
別
﹂
な
あ
り
よ
う
を
︑

当
時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
日
常
的
な
現
実
で
あ
り
︑
し
た

が
っ
て
よ
り
長
く
持
続
的
な
時
間
で
も
あ
る
︑
平
時
の
﹁
奉
公
﹂

に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
は
︑
果
た
し
て
可
能
か
︒

　

本
稿
は
こ
の
問
い
を
出
発
点
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑﹁
武
篇
﹂

と
﹁
奉
公
﹂
の
統
一
と
い
う
課
題
に
立
ち
は
だ
か
る
矛
盾
は
︑
ま

ず
も
っ
て
実
践
の
側
に
あ
っ
た
︒
両
者
に
お
け
る
実
践
は
︑﹁
死
﹂

と
﹁
生
﹂
と
い
う
基
調
の
色
合
い
に
お
い
て
︑
ま
た
よ
り
本
質
的

に
は
︑
時
間
的
な
長
さ
と
質
に
お
い
て
︑
大
き
く
異
な
る
か
ら
で

あ
る
︒

　

こ
の
矛
盾
は
︑﹁
奉
公
﹂
の
内
部
に
お
い
て
︑
主
君
の
た
め
に

死
す
る
覚
悟
が
︑
逆
に
長
き
に
わ
た
る
生
の
実
践
を
疵
な
き
も
の

に
す
る
︑
と
い
う
齟
齬
を
も
た
ら
す
か
に
見
え
る
︒
し
か
し
な
が

ら
︑﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
死
の
覚
悟
は
︑
主
君
か
ら
浪
人
切
腹
を

命
ぜ
ら
れ
る
の
が
今
日
で
も
将
来
で
も
あ
り
得
る
︑
と
い
う
意
味

一
四



で
︑
実
は
こ
れ
も
︑
時
間
的
に
大
き
な
振
幅
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
︒
ま
た
﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
実
践
は
︑
現
実
的
に
ど
れ
だ
け
長

く
継
続
さ
れ
よ
う
と
も
︑
理
念
的
に
は
﹁
虎
口
之
討
死
﹂︑
す
な

わ
ち
戦
闘
の
果
て
に
死
す
る
︑と
い
う
道
の
り
を
意
味
し
た
︒﹁
奉

公
﹂
に
お
け
る
覚
悟
と
実
践
の
間
に
齟
齬
は
な
く
︑
さ
ら
に
そ
の

全
体
は
︑﹁
武
篇
﹂
に
お
け
る
理
想
的
な
戦
闘
の
あ
り
方
と
通
底

し
て
い
る
︒﹁
武
篇
﹂
と
﹁
奉
公
﹂
の
違
い
は
︑"
戦
闘
"
が
も
つ

時
間
的
な
射
程
と
そ
の
質
の
み
に
あ
っ
た
︑
と
言
え
る
︒

　

し
か
し
︑
ま
さ
に
そ
の
時
間
的
な
射
程
の
長
さ
ゆ
え
︑
平
時
の

﹁
奉
公
﹂
に
お
け
る
武
勇
の
実
践
は
︑
有
事
の
﹁
武
篇
﹂
に
あ
っ

て
は
認
め
に
く
い
矛
盾
を
な
お
︑
内
に
抱
え
て
い
る
︒
武
士
と
し

て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
出
す
︑
と
い
う
例
に
お
い
て
顕

著
な
よ
う
に
︑﹁
奉
公
﹂
の
実
践
は
︑
入
念
な
事
前
の
準
備
と
事

後
の
反
省
と
を
︑
不
可
欠
な
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
当
座
の

働
き
は
︑
両
者
に
挟
ま
れ
て
は
じ
め
て
継
続
さ
れ
︑
磨
か
れ
も
し

た
か
ら
で
あ
る
︒
す
ぐ
れ
て
反
省
的
で
持
続
的
な
吟
味
と
︑
そ
れ

を
﹁
無
分
別
﹂
に
棄
て
去
り
︑
超
越
し
た
地
点
で
は
じ
め
て
立
ち

現
れ
る
当
座
の
実
践
は
︑
い
か
に
し
て
つ
な
が
る
の
か
︒
こ
の
点

を
さ
ら
に
追
究
す
る
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

※ 
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の
助
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を
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も

の
で
あ
る
︒

注

�

一　

栗
原
剛
﹁﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
に
お
け
る
死
│
﹁
喧

嘩
打
返
﹂
の
理
想
形
に
即
し
て
﹂﹃
山
口
大
学
哲
学
研
究
﹄
第
二

十
七
巻
︑
二
〇
二
〇
年
︑
一
~
一
六
頁
︒

二　
﹃
葉
隠
﹄﹁
聞
書
第
一
﹂
第
二
項
︒
以
下
︑﹁
一
の
二
﹂
の
よ
う

に
略
記
す
る
︒
ま
た
本
稿
に
お
け
る
﹃
葉
隠
﹄
か
ら
の
引
用
お
よ

び
項
数
は
︑
菅
野
覚
明
・
栗
原
剛
・
木
澤
景
・
菅
原
令
子
﹃
新
校

訂 

全
訳
注 

葉
隠
︵
上
・
中
・
下
︶﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
講
談

社
︑
二
〇
一
七
│
二
〇
一
八
年
︑
に
よ
る
︒

三　

一
の
五
五
︒

四　

元
禄
一
三
年
︵
一
七
〇
一
︶
に
起
き
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
長
崎
喧

嘩
﹂︒
常
朝
に
よ
る
言
及
に
つ
い
て
は
﹃
葉
隠
﹄
一
の
五
五
参
照
︒

事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
稿
を
参
照
︒

五　

一
の
五
五
︒

六　

同
上
︒

七　

そ
の
内
実
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑種
村
完
司﹃﹃
葉
隠
﹄

の
研
究
│
思
想
の
分
析
︑
評
価
と
批
判
│
﹄
九
州
大
学
出
版
会
︑
二
〇

一
八
年
︑
お
よ
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
前
掲
拙
稿
を
参
照
︒

八　

小
池
喜
明
﹃
葉
隠 

武
士
と
﹁
奉
公
﹂﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶︑
講

談
社
︑
一
九
九
九
年
︑
九
七
頁
︒

九　

同
上
︑
八
九
頁
︒

一
五



一
〇　

同
上
︑
一
五
一
頁
︒

一
一　

同
上
︑
二
七
九
頁
︒

一
二　

同
上
︑
一
〇
一
~
一
〇
二
頁
︒

一
三　

同
上
︑
一
七
一
頁
︒

一
四　

同
上
︑
四
二
三
~
四
二
四
頁
︒

一
五　

同
上
︑
四
二
四
頁
︒

一
六　

栗
原
荒
野
﹃
校
註
葉
隠
﹄
復
刻
版
︑青
潮
社
︑一
九
七
五
年
︵
旧

版
:
内
外
書
房
︑
一
九
四
〇
年
︶︑
一
〇
六
〇
頁
︒

一
七　
﹃
愚
見
集
﹄︑
栗
原
荒
野
前
掲
書
︑
一
〇
六
七
頁
︒

一
八　

一
の
一
六
〇
︒

一
九　

一
の
九
三
︒

二
〇　

二
の
七
四
︒

二
一　

一
の
一
四
二
︒

二
二　

一
の
一
一
八
︒

二
三　

一
の
一
二
〇
︒

二
四　
﹁
武
道
之
大
意
ハ
何
と
心
得
候
哉
︑
と
問
懸
た
る
時
︑
言
下
ニ

答
る
人
稀
也
︒
兼
〻
胸
ニ
落
着
な
き
故
也
︒
扨
ハ
武
道
不
心
掛
之

事
知
ら
れ
た
り
︒
油
断
千
萬
之
事
也
︒﹂︵
一
の
一
︶

二
五　
﹁
先
年
御
城
ニ
て
︑
何
某
江
何
か
し
ざ
れ
言
之
上
ニ
て
磔
道
具

よ
と
申
候
︵
中
略
︶︒
是
も
其
座
ニ
て
其
方
こ
そ
火
炙
道
具
よ
と

返
言
す
れ
は
何
之
事
も
な
く
候
︒
始
終
た
ま
る
ハ
腰
抜
也
︒
詞
之

働
当
座
之
一
言
可
心
懸
事
也
と
︒﹂︵
二
の
一
二
三
︶

二
六　
﹁
大
難
大
変
之
時
も
一
言
也
︒
仕
合
能
時
も
一
言
也
︒
当
座
之

挨
拶
咄
も
一
言
也
︒
工
夫
し
て
可
置
事
也
︒
ひ
つ
か
り
と
す
る
物

也
︒﹂︵
二
の
八
二
︶

二
七　

同
上
︒

二
八　

同
上
︒

二
九　

栗
原
荒
野
前
掲
書
︑
一
〇
六
〇
頁
︒

三
〇　

同
上
︑
一
〇
六
一
頁
︒

一
六


