
■
論
文

幕
末
諷
刺
文
芸
は
語
る

-民
衆
的
天
皇
観
の

一
端

奈
倉

哲
三

は
じ
め
に

近
代
化
さ
れ
た
欧
米
列
強
か
ら
の

「外
圧
」
を
受
け
、
新
た
な
国

家
体
制

の
創
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
幕
末
維
新
の
大
変
動
期
に

お

い
て
、
そ
の
政
治
動
向
や
世
相
を
鋭
く
諷
刺
し
た
、
い
わ
ゆ
る
諷

刺
文
芸

に
、
実
に
多
様
な
種
類
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の

一
つ
で
あ
る

「見
立
て
い
ろ
は
た
と

へ
」

に
つ
い
て
も
、
具
体
的
事
例
を

い
く

つ
か
紹
介
し
て
き
た
。①

本
稿

で
は
、
「見
立
て
い
ろ
は
た
と

へ
」
以
外

の
諷
刺
文
芸
の
中

か
ら
、

「落
と
し
噺
」
・
「狂
歌
」
・
「野
馬
台
」
・
「浮
世
噺
」
・
「
チ
ョ

ボ
ク
レ
」
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
選
び
、
そ
の
中
で
も
特
に
興
味
を

惹
く
と
思
わ
れ
る
も
の
を

一
例
つ

つ
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に

表
れ
た
、
民
衆
の
天
皇

・
朝
廷
に
対
す
る
見
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ペ
リ
ー
来
航
時
の

《
落
と
し
噺
》
と

《
狂
歌
》

嘉
永
六
年
六
月
三
日

(
一
八
五
三
年
七
月
八
日
)
、
ペ
リ
ー
艦
隊

の
浦
賀
沖
来
航
は
諷
刺
諸
文
芸
の

一
斉
開
花
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ

ら
は
来
航
直
後
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
集
中
的
に
放
た
れ
る
が
、
背

景
に
異
国
嫌
い

・
攘
夷
感
情
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

特
に
、
嘉
永
六
年

の
八
月
あ
た
り
を
中
心
に
放
た
れ
た
狂
歌

・
狂

句
の
中
に
は
、
ペ
リ
ー
来
航
の
対
応
に
あ
た

っ
た
老
中
首
座
阿
部
正

弘
が
伊
勢
守
だ

っ
た
こ
と
で
、
伊
勢
守
と
伊
勢

の
神
風
を
か
け
た
も

の
が
多
く
、
「伊
勢
の
神
風
」
で
ア
メ
リ
カ
を
追

い
払
え
と
い
っ
た

排
外
的
な
神
国
意
識
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
明
瞭
な
天
皇

・
朝
廷
観

が
表
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
尊
王
思
想
に
結
び
付
き
や
す
い

神
国
意
識
が
、
穏
健
な
対
応
策
を
と
る
阿
部
伊
勢
守
に
対
す
る
揶
揄

と
し
て
、
諷
刺
文
芸
世
界
に
か
な
り
溢
れ
て
い
た
。
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だ
が
そ
う
し
た

一
方
で
、
こ
の
時
期
す
で
に
そ
う
し
た
神
国
意
識

を
茶
化

し
た
り
、
さ
ら
に
は
神
国
思
想
そ
れ
自
体
を
諷
刺
し
た
も
の

も
登
場

し
て
い
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
ま
ず
は

「落
し
咄
し
」
と

し
て
記
録
さ
れ
た
、
世
相
諷
刺
も

の
の
小
咄
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

《落

し
咄
し
》

「神
々
出
雲
の
国
に
」

神

々
出
雲
の
国
に
御
集
り
被
成
、
此
度
ア
メ
リ
カ
ノ
御
祈
疇
被

仰
付
候
に
付
、
神
風
に
て
吹
返
ス
積
り
之
処
、
相
談
不
極
、
右

に
付
、
天
照
大
神
宮
ヲ
呼
に
遣
し
、
早
々
被
参
、
心
底
相
尋
候

処
、
大
神
宮
お
も
わ
く
に
ハ
、
是

ハ
釈
迦
ヲ
呼
に
遣
し
相
談
可

被
宜
ト
被
申
、
直
に
呼
に
遣
し
、
釈
迦
被
参
候
処
、
此
度
関
東

浦
賀
方
え
ア
メ
リ
カ
船
参
り
、
右
神
風
に
て
吹
返
ス
積
り
処
、

神
道

ハ
甚
す
い
び
、
仏
法

ハ
大
に
さ
か
ん
之
時
節
故
、
何
卒
仏

風
に
て
宜
頼
ト
被
申
候
得
者
、
釈
迦
、
浦
賀
表
ハ
真
平
御
容
赦
、

夫

ハ
ナ
ゼ
ニ
イ
ヤ
ジ
ャ
、
御
存
之
通
り
、
浦
賀
表
に
は
台
場
が

沢
山
ゆ
へ
、
御
免
く

く

②

こ
の
小
咄
、
ど
こ
が
可
笑
し
い
の
か
、
仏
教
に
縁
の
少
な
い
現
代

人
に
は
、
ち
ょ
っ
と
解
り
に
く

い
。

話
は
ま
ず
、
出
雲
に
集
ま

っ
た
神

々
が
、
朝
廷
か
ら
ア
メ
リ
カ
船

来
航
に

つ
い
て
祈
蒔
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
神
風
を
吹
か
し
て
追
い

返
そ
う
と
思
う
の
だ
が
、
何
の
神
風
が
よ
い
か
相
談
が
決
ま
ら
な
い

と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
伊
勢
の
天
照
大
神
を
呼
ん
で
意
見
を

聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
釈
迦
を
呼
ん
で
相
談
し
た
方
が
よ
い
と

い
う

の
で
、
す
ぐ
に
釈
迦
を
呼
ん
だ
と
こ
ろ
、
や

っ
て
き
た
。
そ
こ

で
神
々
は
、
実
は
浦
賀
に
来
た
ア
メ
リ
カ
船
を
神
風
で
追
い
払
お
う

と
思

っ
た
の
だ
が
、
今
は
神
道
が
た
い
へ
ん
衰
微
し
、
仏
法
が
大

い

に
盛
ん
な
時
節
な
の
で
、
ど
う
か

「仏
風
」

で
追
い
払

っ
て
く
れ
と

頼
む
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
釈
迦
は
、
浦
賀
表
だ
け
は
ど
う
か
勘
弁
し

て
く
れ
と
断
る
。
な
ぜ
嫌
な
の
か
と
神
々
が
問
う
と
、
釈
迦
が
言
う

に
、
浦
賀
表
は

「台
場
」
が
沢
山
だ
か
ら
嫌
だ
、
と
言

っ
た
、
と
い

う

の
で
あ
る
。

咄
の

「落
ち
」
は

「台
場
」
に
あ
る
。

「台
場
」

の
表
面

の
意
は
も
ち
ろ
ん
、
ペ
リ
ー
が
帰

っ
て
以
来
、

大
突
貫
工
事
で
建
設
中
の
幕
府
砲
台
場
ロ

「御
台
場
」
の
こ
と
で
あ

り
、
す
で
に
嘉
永
六
年
冬
中
に
は
幾

つ
か
の

「御
台
場
」
が
江
戸
湾

品
川
沖
に
姿
を
現
し
て
い
る
・③

「お
台
場
」
と
い
う
と
、
今
で
は
新

橋
か
ら

「ゆ
り
か
も
め
」
に
乗

っ
て
行
く
と

こ
ろ
で
、
テ
レ
ビ
局
の

本
社
や

「ブ
ラ
ン
ド
」
も
の
を
売
る
店
な
ど
が
並
び
、
若

い
人
た
ち

の
人
気
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
す
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
場
所

は
、
当
時

の

「御
台
場
」
よ
り
少
し
先
の
海
上
に
あ
た
り
、
「
ゆ
り

か
も
め
」
で
そ
こ
に
着
く
直
前

に
、
海
上
す
ぐ
右

に
見
え
る

「小

島
」
が
、
当
時
の
第
六
台
場
と
第
三
台
場
の
跡
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「台
場
」

に
隠
さ
れ
た
今

一
つ
の
意
味
は
何
か
、
そ
れ
は

ダ

イ

バ

「提
婆
」
で
あ
る
。
釈
尊
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
伝
わ
る
弟
子
、

ダ

イ

バ

ダ

ッ
タ

「提
婆
達
多
」

の
こ
と
で
あ
る
。

《
江
戸
湾
浦
賀
表
に
は

「
ダ
イ
バ

ダ
ッ
タ
」
が
沢
山

い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
恐
く
て
嫌
だ
、
勘
弁
し
て
く

れ
ー
》
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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は
た
し
て
こ
の

「落
ち
」
、
ど
れ
く
ら
い
の
人
々
に
通
じ
た
で
あ

ろ
う
か
?

そ
れ
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

現
代
、
す
ぐ
に
判

っ
て
笑
え
る
人
の
数
よ
り
は
、
は
る
か
に
多
く
の

人
々
に
通
じ
た

「落
ち
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

筆
者
は
先

に
、
真
宗
門
徒

の
世
界
で
、
節
談
説
教
や
絵
解
き
説

教
、
ま
た
は
和
讃
等

の
仏
教
芸
能
が
、
民
衆
の
日
常
生
活
中
に
極
め

て
濃
厚
な
密
度
を
も

っ
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た

が
、④

提
婆
達
多
は
、
そ
う
し
た
真
宗
門
徒
が
接
し
て
い
た
仏
教
芸

能
の
世
界
に
登
場
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
、
宗
派
を
問

わ
な
い
多
様
な
仏
教
説
話
の
類
に
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の

説
話
を
も
と
に
し
た
語
り
物
芸
能
な
ど
に
は
、
提
婆
達
多
は
誰
で
も

が
知

っ
て
い
る
悪
人
の
代
名
詞
の
様
に
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
時
、
極
め
て
多
数
の
人
々
が
、
提
婆
達
多
と
い

う
名
を
、
「釈
迦
の
殺
害
を
企
ん
だ
悪
人
」
と
し
て
記
憶
し
て
い
た

は
ず
で
あ
り
、
こ
の

「落
ち
」
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
た
者
は
極
め
て

多
数
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。

で
は
、
「落
ち
」
が
多
く
の
者
に
通
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
解

っ

た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
咄
が
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
を
把
握
し
よ
う
。

ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
背
景
の
事
実
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

咄

の
主
題
は
、
「
ア
メ
リ
カ
ノ
御
祈
薦
」
す
な
わ
ち
、
ペ
リ
ー
来

航
に
対
す
る
退
散
祈
濤
に
あ
る
。
そ
れ
も

「神
々
」
が
仰
せ
つ
か

っ

た
と
あ

る
以
上
、
朝
廷
に
よ
る
国
家
祈
濤
が
主
題
で
あ
る
。

ペ
リ
i
来
航
に
伴
う
朝
廷
に
よ
る
国
家
祈
濤
は
、
実
際
、
か
な
り

の
曲
折
が
あ
る
。

ま
ず
、
「
北
亜
墨
利
加
船
四
艘
」
が
浦
賀

に
入
港
し
た
こ
と
を
、

わ
き
さ
か
あ
わ
じ
の
か
み

朝
廷
が
幕
府
京
都
所
司
代
脇
坂
淡
路
守
か
ら
正
式
に
聞
い
た
の
は
、

艦
隊
が
浦
賀
を
去
り
琉
球
に
向
か

っ
た
三
日
も
後
の
、
六
月

一
五
日

の
こ
と
で
あ

っ
た
。⑤

が
、
入
港
を
聞
い
た
朝
廷
は
、
叡
慮
、
す
な

わ
ち
孝
明
天
皇
の
意
志
と
し
て
、
即
日
七
社

(近
江
坂
本
山
王
七

社
)
七
寺
に
対
し
、

一
七
日
間
の
祈
濤
を
命
じ
る
体
勢

に
入

っ
た
。

だ
が
、
七
社
が
祈
濤
に
入

っ
た
後
、
六
月
二
〇
日
に
、
や
は
り
所
司

代
か
ら
、
す
で
に

一
二
日
に
残
ら
ず
退
帆
し
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ

た
。
そ
の
際
、
所
司
代
は
、
叡
慮
と
し
て
命
じ
た
祈
疇
が
無
意
味
と

な
り
、
七
社
等
に

「沙
汰
止
」
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ

ち
ょ
う
ぶ
く

こ
せ
ん
し

ょ
う

な

い
が
、
「
異
国
船

調

伏
」
と

い
う
こ
と

で
あ
れ
ば

「御
先
蹤
」

(先
例
)
も
あ
る
の
で
、
退
帆

の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず

「神
国
之
光

輝
弥
相
顕
候
様
」
に
、
祈
濤
は
し
て
い
た
だ
き

た
い
と

い
う
の
が
老

中
ど
も
の
考
え
で
あ
る
旨
伝
え
て
い
る
・⑥

そ
れ
に
対
し
朝
廷
は
、
幕
府
の
考
え
は
よ
く
解

っ
た
と
し
、
過
日

七
社
七
寺
に
命
じ
た
祈
薦
は
、
と
り
あ
え
ず

一
七
日
間
修
め
る
よ
う

に
と
い
う
趣
旨
な
の
で
、
退
帆
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
四
海
静
謐
万
民

安
穏
」
を
祈
疇
す
る
も
の
と
し
て
続
行
す
る
。
そ
れ
に
続
い
て
の
祈

疇
や
、
山
王
七
社
以
外
の
諸
社

へ
の
祈
疇
命
令
は
見
合
わ
せ
、
こ
の

先
の
情
勢
を
見
て
考
え
る
と
答
え
て
い
る
。

そ
し
て
実
際
、
す
で
に
六
月

一
五
日
か
ら

「四
海
静
謐
天
下
泰
平
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ほ
う
そ

宝
祚
長
久
万
民
娯
楽
」
を
祈
濤
す
る
も

の
と
し
て
は
じ
ま

っ
て
い
た

山
王
七
社
七
寺
の
祈
疇
だ
け
は

一
七
日
間
実
行
さ
れ
た
も
の
の
、
そ

の
後
は
し
ば
ら
く
中
断
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。⑦

そ
の
後
、
九
月

一
一
日
に
、

一
度
、
伊
勢
例
幣
使
発
遣
の
お
り

に
、
「
四
海
静
謐
」
を
併
せ
て
祈
濤
す
る
よ
う
伊
勢
神
宮
に
命
じ
て

は
い
る
が
、
朝
廷
が
異
国
船
渡
来
に
つ
い
て
正
式
に
諸
社
に
祈
薦
を

命
じ
た

の
は
、
ペ
リ
ー
が
引
き
返
し
た
実
に
五
ヶ
月
も
後
、

=

月

一
九
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
二
三
日
に
熱
田
宮

以
下
畿
外

一
〇
社
が
祈
疇
に
入
り
、
続

い
て

一
二
月
三
日
に
、
伊
勢

い
ざ
わ
の
み
ゃ

神
宮

(内
宮

・
外
宮

・
伊
雑
宮
)
と
、
石
清
水
以
下
の
畿
内

一
九
社

が
祈
疇

に
入

っ
た
の
で
あ
る
。
宣
命
文
に
は
、

こ
い
ね
が
わ
く
ば

し
ん
め

い
み

ょ
う
じ
ょ

を
も
っ
て
し
ん
し
ゅ
う
を
け
が
ざ
ず
じ
ん
み
ん
を
そ
こ
な
わ
ず

庶

幾

以

神

明

冥

助

不

汚

神

州

不

損

人

民

国
体
安

穏

天

下
泰

平
宝
祚
悠
久
武

運
延

長

と
記
さ
れ
て
い
た
。⑧

以
上
が
、
ペ
リ
ー
来
航
に
伴
う
嘉
永
六
年
段
階
の
国
家
祈
濤
の
動

き
で
あ

る
。

こ
の
小
咄
の
創
作

・
流
布
時
期
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
こ
の
動
き

の
問
、
伊
勢
と
畿
内

一
九
社
で
の
祈
蒔
が
な
さ
れ
る
よ
り
以
前

の
時

期
と
思
わ
れ
る
頃
の
記
事
に
混
入
し
て
い
る
。
だ
が
、
「落
ち
」
で

台
場
が
沢
山
あ
る
と
言

っ
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
台
場
の
い
く

つ
か
が
海
上
に
姿
を
見
せ
始
め
た
時
期
、
冬

一
〇
月
に
入

っ
て
以
降

で
あ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
小
咄
は
、
六
月

一
五
日
以
後

一
七
日
間
の
山
王
七
社
七
寺
に
よ
る
祈
濤
が
済
ん
で
数

ヶ
月
の
後
、
冬

一
O
月
に
入
り
、

一
二
月
の
伊
勢
祈
疇
が
ま
だ
お
こ

な
わ
れ
て
い
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
、
原
作
が
創
作
さ
れ
た
地
域
は
、
や

っ
て
来
た
釈
迦
に
神
々

が

「此
度
関
東
浦
賀
方
え
」
と
言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
畿
内
お

よ
び
そ
の
周
辺
地
域

で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
こ
の
地
域

の
、
世
相
に
相
当
程
度
関
心
の
あ
る
部
分
に
と

っ
て
は
、
こ
う
し
た

際
に
、
朝
廷
が
山
王
七
社
に
限
ら
ず
、
伊
勢
他
畿
外

・
畿
内
各
社
に

も
異
国
船
退
散
等
の
祈
禧
を
命
じ
る
は
ず
と

い
う
こ
と
も
、
す
で
に

十
分
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て

い
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
小
咄
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
、
仏
教
と
神
道
の
ど
ち
ら

が
民
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
よ
く
知

っ
て
い
た
者
が
創
作
し
た
も
の

で
あ
る
。
か
の
水
戸
学
者
藤
田
東
湖
が
、
神
道
復
興
の
立
場
か
ら
、

「鳴
呼
、
天
下
の
広
き
、
愚
冥
の
民
は
、
十
に
七
八
に
居
り
、
智
巧

の
士
は
、
ま
た
そ
の

一
二
に
居
れ
ば
、
す
な

は
ち
そ
の
仏
を
奉
ず
る

と

もつ

と

へつ

ま

者
、
滔
滔
と
し
て
日
に
滋
し
、
純
明
剛
毅
の
人
に
至
り
て
は
、
僅
か

に
十

一
を
千
百
に
存
す
る
の
み
」⑨
と
、
仏
教
が
完
全
に
圧
倒
し
て
い

る
状
況
を
深
く
嘆
い
て
い
た
の
が
、
こ
の
わ
ず
か
七
～
八
年
前

の
こ

と
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「神
々
」
が

「神
道

ハ
甚
す

い
び
、

仏
法

ハ
大
に
さ
か
ん
」
と
現
状
を
語
り
、
釈
迦
に

「仏
風
」
を
吹
か

す
こ
と
を
依
頼
す
る
と
い
う
、
こ
の
面
白
可
笑
し
い
設
定
は
、
当
時

の
民
衆
次
元
で
の
神
仏
の
力
関
係
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
小
咄
の
創
作

・
流
布
は
、
次
の
よ
う
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な
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

ま
ず

、
ペ
リ
ー
来
航
に
対
す
る
朝
廷
に
よ
る
伊
勢
祈
疇
が
な
か
な

か
お
こ
な
わ
れ
な

い
状
況
を
、
神
道
衰
微
仏
法
盛
ん
と

い
う
宗
教
状

況
に
関
連
づ
け
て
見
る
見
方
が
あ

っ
た
こ
と
1
伊
勢
天
照
大
神
が
釈

迦
を
呼

ん
で
相
談
し
た
方
が
良
い
と
答
え
て
い
る
こ
と
に
、
そ
う
し

た
見
方

が
端
的
に
表
れ
て
い
る
ー
、
ま
た
、
こ
の
神
道
衰
微
仏
法
盛

ん
と
い
う
状
況
把
握
は
、
民
衆
世
界
に
お
い
て
は
事
実
そ
の
も
の
で

あ
り
、
極
め
て

一
般
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
朝

廷
に
よ
る
伊
勢
祈
疇
に
期
待
す
る
風
潮
が
強
い

一
方
で
、
そ
ん
な
も

の
は
効
果
を
も
た
ら
さ
な

い
と

い
う
見
方
も
、
か
な
り
の
部
分
に
広

が

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
う
し
た
見
方

の
も
と
で

は
、
日
本
を

「神
国
」
と
し
、
「神
風
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
現

状
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ほ
ぼ

こ
の
よ
う
な
見
方
が
背
景
に
あ

っ
て
創
作
さ
れ
、
「台
場
」
に
多
く

の
人
が
知

っ
て
い
る

「提
婆
達
多
」
を
掛
け
、
笑
い
を
誘

っ
た
小
咄

だ

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
咄
が
流
布
す
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
神
国
思
想
そ
の
も

の
に
対

し
て
正
面
か
ら
痛
罵
を
放

っ
た
も
の
が
現
れ
た
と
し
て
も
、

さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
同
じ
く
国
家
祈
疇
を
題
材
と
し
た

も
の
に
、
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
あ
る
。

《狂
歌
》

「神
風
は
昔
の
事
よ
」

神
風
は
む
か
し
の
事
よ
千
早
ぶ
る
ひ
神
や
仏
に
俄
つ
い
し
ゃ
・緬

こ
の
狂
歌
は
、
先
の
小
咄
よ
り
は
早
い
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。⑪

「神
や
仏
」
と

「俄
追
従
」
の
語
に
よ
り
、
こ
れ
が
、
先

に
事
実
確
認
し
た
内
の
、
六
月

一
五
日
に
入
港
を
聞

い
た
朝
廷
が
即

日
山
王
七
社
七
寺
に
対
し
て

一
七
日
間
の
祈

疇
を
命
じ
た
こ
と
を
指

す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
ず

っ
と
後
の
、
畿
外

・
畿

内
各
社

へ
の
祈
疇
命
令

で
あ
れ
ば
、
「仏
」
の
語
も

「俄
」

の
語
も

合
致
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
作
者
は
、
「神
風
」
な
ん
ぞ
は
昔
の
こ
と
と

一
蹴
し
て
し
ま

っ
た
ば
か
り
か
、
神
に
掛
か
る
枕
詞

「千
早
ぶ
る
」
に

「ひ
」
を

つ

け
、
「古
い
神
と
仏
」
と
掛
け
て
し
ま
い
、
そ
の
古
い
神
仏
に
慌
て
て

追
従
す
る
ば
か
り
の
、
哀
れ
な
朝
廷
を
完
全
に
笑

い
飛
ば
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
祈
疇
を
命
じ
ら
れ
た
の
が
、
最
も
古
く
か
ら
の
朝
廷
勅

願
所
、
山
王
七
社
七
か
寺
で
あ
る
こ
と
も
ピ

ッ
タ
リ
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
方
は
決
し
て
多
数
派
で
は
な
か
ろ
う
が
、
畿
内
に

は
、
例
え
ば

一
世
代
ほ
ど
前
の
文
政
期
に
お

い
て
、
儒
教
的
な
合
理

主
義
の
思
考
を
背
景
と
し
つ
つ
、
徹
底
し
た
無
神
論
を
説

い
た
山
片

蟠
桃
が
、
中
井
竹
山
に
始
ま
る
大
坂
懐
徳
堂

の
中
か
ら
出
て
き
て
い

る
こ
と
な
ど
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
畿
内
町
人
身
分
の
中
に
、

一
定

の
基
盤
が
あ

っ
た
こ
と
は
十
分
に
推
定
で
き

る
の
で
あ
る
。

二

文
久
元
年
の

《
野
馬
台
》

「神
国
変
じ
て
」

さ
て
、
以
上
挙
げ
た
小
咄
や
狂
歌
と

い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
諷
刺
文

芸
は
、
記
録
さ
れ
て
い
る
以
上
に
口
頭
で
伝
わ
る
文
芸

で
も
あ
り
、
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識
字
力

の
な
い
人
々
の
間
に
も
耳
を
通
じ
て
広
ま
り
、
楽
し
ま
れ
た

も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
と
は
明
ら
か
に

異
な

っ
た
諷
刺
文
芸
の
ス
タ
イ
ル
に
、
「
や
ば
だ
い
」
と

い
う
も

の

が
あ
る
。
「
野
馬
台
」
あ
る
い
は

「野
馬
台
詩
」
も
し
く
は

「也
婆

代
」
と
書
く
こ
と
が
多
く
、
鎖
文
字
と
言
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
形

状
は
、
三
言

一
句

の
中

一
字
を
、
四
句
が
共
有
す
る
よ
う
に
組
み
合

わ
せ
て
作

っ
た
も
の
で
、
三
言
四
句
の

「漢
詩
」
を
読
み
解
く
も
の

で
あ
る
。
従

っ
て
、
創
り
手
は
明
ら
か
に
か
な
り
の
知
識
層
で
あ

り
、
享
受
者
も
、
あ
る
程
度

の
漢
字

・
漢
詩
知
識
が
あ
る
者
に
限
ら

れ
る
。
た
だ
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
時
期
は
、
今
日
の

漢
詩
が
廃
れ
た
時
点
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
、
農
村
部
を
も
含

め
た
広

い
範
囲
に
漢
詩
を
楽
し
む
文
化
が
広
が
っ
て
お
り
、
武
士
階

級
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
。
幕
末
期

の

「野
馬
台
」
が
ど
の
程
度
の
階
層
ま
で
広
が
っ
て
い
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
文
久
元
年

(
一
八
六

一
)
春
の
風
説
留
に
初
登
場
す
る

次
の
も

の
は
、
少
し
ず

つ
変
形
さ
れ
、
慶
応
三
年

(
一
八
六
七
)
ま

で
多
く

の
風
説
留
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば

ロ
ン
グ
ヒ
ッ
ト
の

「野
馬
台
」
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
文
久
元
年

(
一
入
六

一
)
春
に
記
録
さ
れ
た
も
の

.
の
全
形
を
示
し
て
お
こ
う
。
三
言
四
句
が

一
〇
片
あ
り
、
四
〇
句
で

編

と

な

っ
て

い
る

・⑫

《
野
馬
台
》

「神
国
変
じ
て
魔
国
と
成
り
」

④

①
・
豊

成

＼

③

01
夷

国

競

↓

魔

穢

変
栖

/

②
＼

金
臣
銀

君
不
君

銀
臣
金

君
地
義

天
失
光

臣
生
仁

武
朝
窮

公
家
鈍

民
衰
貧

君
身
重

天
命
背

我
惜
軽

工
農
患

士
皆
臆

商
苦
悲

良
逆
集

忠
臣
無

賊
多
隠

古
邪
興

正
法
廃

新
弘
捨

国
下
実

上
無
道

心
帰
財

云

平

為

台

可

日

もマ
イ

云

時

為

こ
れ
は
、
①
右
上
か
ら
斜
め
左

へ
、
②
左
上
か
ら
斜
め
右

へ
、
③

中
上
か
ら
下

へ
、
④
右
中
か
ら
左
横

へ
と
、
次
の
よ
う
に
読
む
。

神
国
変
じ
て
魔
国
と
成
り
、
夷
国
競

い
て
皇
国
穢
る
。
君
仁
を
失

は
ば
臣
義
を
失
い
、
天
光
を
失
は
ば
地
生
を
失
う
。
君
命
軽
く
し
て

我
が
命
重
く
、
天
命
に
背
き
て
身
命
惜
し
む
。
良
臣
隠
れ
て
賊
臣
集

ま
り
、
忠
臣
無
く
し
て
逆
臣
多
し
。
国
に
財
無
く
し
て
心

に
実
無

く
、
上
に
道
無
く
し
て
下
帰
す
る
と
こ
ろ
無
し
。
金
金
た
ら
ざ
れ
ば

銀
銀
た
ら
ず
、
君
君
た
ら
ざ
れ
ば
臣
臣
た
ら
ず
。
武
家
貧
く
し
て
民

家
窮
し
、
公
家
鈍
く
し
て
朝
家
衰
う
。
工
皆
悲
し
み
て
商
皆
患
い
、

士
皆
臆
し
て
農
皆
苦
し
む
。
古
法
捨
て
て
新
法
興
し
、
正
法
廃
れ
て

邪
法
弘
ま
る
。
何
す
れ
ぞ
云
う
や
、
何
す
れ
ぞ
云
う
や
、
何
れ
の
日

治
ま
る
や
何
れ
の
時
平
ら
ぐ
や
と
。

野
馬
台
は
こ
れ
以
前
に
も
多
く
あ

っ
た
が
、

こ
の
野
馬
台
は
よ
ほ

ど
流
行

っ
た
ら
し
く

(現
時
点
ま
で
、
諸
風
説
留
原
写
本
か
ら
全
二

二
点
の
筆
写
を
確
認
)
、
少
し
ず

つ
変
形
さ
れ
、
慶
応
三
年
ま
で
写
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さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
相
当
の
知
識
者
の
作
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
「工
皆
悲
し
み
て
商
皆
患
う
、
士
皆
臆
し
て
農
皆
苦
し
む
」
は

最
後
ま

で
変
わ
ら
ず
、
視
点
は
確
実
に
民
衆
に
あ
る
。
し
か
も
こ
う

し
た
諷
刺
的
遊
戯
を

「何
ん
す
れ
ぞ
言
う
や
、
何
ん
す
れ
ぞ
言
う
や

(
一
体
何

の
た
め
に
言
う

の
か
)」
と
自
問
し
、
「
い
ず
れ
の
日
治
ま

る
や
、

い
ず
れ
の
時
平
ら
ぐ
や
と
」
と
自
答
、
ひ
た
す
ら
安
寧

・
平

穏
を
願
う
民

の
立
場
か
ら
、
敢
え
て
戯
れ
言
を
呈
し
て
い
る
の
だ

と
、
確
固
た
る
民
衆
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
民
衆
的
立
場

・
視
点
に
立

っ
て
、
神
国
は
変
じ
て
す
で
に
魔

国
と
な

っ
て
い
る
、
夷
国
が
競

っ
て
皇
国
は
穢
れ
て
い
る
で
は
な
い

か
、
と
言

っ
て
い
る
。
「夷
国
競

っ
て
皇
国
穢
る
」
と
だ
け
あ
れ
ば
、

む
し
ろ
攘
夷
の
立
場
か
ら
皇
国
の

「純
血
」
を
守
ら
ん
と
す
る
よ
う

な
、
尊
王
攘
夷
の
感
覚
と
も
取
れ
る
が
、
そ
の
前
に

「神
国
変
じ
て

魔
国
と
成
る
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
皇
朝
学
者

・

尊
王
論
者
が
し
き
り
に
、
こ
の
国
を

「神
国
」
「神
国
」
と
言

っ
て

い
る
け
れ
ど
、
も
う
す
で
に
魔
国
と
な

っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
言

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「皇
国
穢
る
」
も
、
だ
か
ら
単
純
な
尊
王
攘

夷
な
ど

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い
く
ら
攘
夷
攘
夷
と
言

っ
て
も
、
貿

易
開
始
以
後
の
現
実
で
は
、
そ
う
し
た
尊
王
攘
夷
主
義
者
達
が
い
う

よ
う
な

「皇
国
」
は
、
も
う
と

っ
く
に
穢
れ
て
い
る
よ
と
、
言

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
七
片
目
で
、
「公
家
鈍
く
し
て
朝
家
衰
う
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
判
る
。
こ
う
し
た
感
覚
が
あ
き
ら
か
に
あ

っ

た
た
め

に
、
櫻
木
章

『側
面
観
幕
末
史
』
で
は
、
「
変
」
と

「魔
」

を
伏
せ
字
に
し
て
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。⑬

同
じ

「
配
慮
」

で
、
「君
仁
を
失
は
ば
」

の

「君
」
も

「仁
」
も
伏

せ
字
に
し
て
し
ま

っ
た
。⑭

と
す
る
と
、
こ
の
君
臣
は

一
般
的

・
抽

象
的
な
君
臣
の
意
味
に
留
ま
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

漢
詩
は
、
短
詩
形
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

一
般
的

・
抽
象
的
な
表

現
と
な
る
こ
と
が
多

い
。
三
言

一
句
は
当
然
抽
象
度
が
高

い
。
だ

が
、
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
時
に
生
ま
れ
た
背
景
が
必
ず
あ
る
。
具

体
的
な
事
件
を
契
機
に
し
な
が
ら
、
詩
と
し

て
純
化
さ
れ
る
。
こ
の

場
合
も
、
君
が
仁
を
失

い
、
臣
が
義
を
失

っ
た

(と
見
え
た
)
「事

件
」
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
で
詩
が
創
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

も
し
も
単
な
る

一
般
論
と
し
て
の

「君
失
仁
」
で
あ
れ
ば
、
『側
面

観
幕
末
史
』
と

い
え
ど
も
伏
せ
字
に
ま
で
は

し
な
か

っ
た
は
ず
。

『側
面
観
幕
末
史
』
は
、
猥
雑
な
語
以
外
で
は
朝
廷
も
し
く
は
尊
王

に
関
わ
る
語
を
伏
せ
字
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と

い
う
こ
と
は
、

お
さ
ひ
と

一
九
〇
五
年
時
点
で
も
、
こ
の

「君
」
が
天
皇
統
仁
す
な
わ
ち
孝
明

天
皇
を
指
し
、
「
臣
」
が
幕
府
将
軍
家
茂
を
指

す
と
い
う
こ
と
が
解

っ
て
し
ま
う
と
思

っ
た
か
ら
伏
せ
字
と
し
た

の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
事
件
、
文
久
元
年

(
一
八
六

一
)
初
春
こ
ろ
迄
で
、
「君
仁
を
失

は
ば
臣
義
を
失
」

っ
た

「事
件
」
と
は
何
か

?

か
ず
の
み
や

そ
れ
は
和

宮

下
向

の
決
定
情
報
以
外
に
な

い
。

万
延
元
年

(
一
八
六
〇
)

一
〇
月
六
日
、
孝
明
天
皇
は
関
白
九
条

ひ
さ
た
だ

尚
忠
の
意
見
を
容
れ
、
妹
和
宮
を
将
軍
家
茂

の
夫
人
と
し
て
、
翌
春

下
向
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
、⑮

同
月

一
八
日
、
正
式
に
幕
府
に
伝
え
、
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幕
府
は

一
一
月

一
日
に
公
表
し
て
い
る
・⑯

だ
が
、
下
向
予
定
で
あ

っ
た
翌
文
久
元
年
三
月
に
、
東
国
の
諸
川
満
水
と
水
戸
藩
浪
人
の

「不
法
之
所
行
」
に
よ
る

「人
心
不
穏
」
な
ど
を
理
由
に
延
期
が
決

定
さ
れ
、
実
際
の
下
向
出
立
は
周
知
の
如
く
、

一
〇
月
二
〇
日
に
な

っ
た
。
⑰

下
向
決
定
か
ら
延
期
と
な
る
ま
で
の
時
期
、
万
延
元
年
冬

か
ら
文
久
元
年
春
ま
で
の
間
、
「和
宮
江
戸
へ
」

の
情
報
は
す
で
に

京

・
江
戸
と
も
に
公
的
に
流
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
万
延
二
年
の

一

月

(文
久

へ
の
改
元
は
二
月

一
九
日
)、
京
で
は

「宮
様
御
移
転
御

供
用
掛
掌
中
覧
要
大
全
」
が
、
ま
た
江
戸
で
は

「和
宮
降
嫁
公
武
役

人
附
」

が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
が

『辛
酉
紀
聞
』
に
筆
録
さ
れ
て
い

る
。⑱

ま
た
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
万
延
元
年

一
二
月
二
五
日
に
、
四

条
大
宮

に
住
む
高
木
在
中
は
、
京
都
所
司
代
ら
が
結
納
ご
祝
儀
で
参

内
し
て
い
る
こ
と
を
日
記
に
記
し
、
さ
ら
に
翌
万
延
二
年
二
月
八
日

の
項
に
は
、
下
向
の
ご
祝
儀
と
し
て
、
前
日
七
日
朝
、
「駕
与
丁
」

八
六
人

に
対
し
、
金

一
両
つ

つ
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
な

・

ど
、⑲

下
向
決
定
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
・

と
こ
ろ
で
、
こ
の
和
宮
下
向
に
対
し
て
反
対
論
が
多
か

っ
た
朝
廷

か
ら
最
終
的
に
勅
許
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
孝
明
天
皇
が

公
武
合
体
の
立
場
か
ら
幕
府
の
願

い
出
を
積
極
的
に
受
け
止
め
た
と

観
る
見
方
が
、
当
初
は

一
般
的
で
あ

っ
た
。⑳

「君
仁
を
失
は
ば
臣
義

を
失
う
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

妹
御
宮
に
は
可
哀
想
だ
、
天
皇
は
仁
を
失

っ
て
い
る
。
幕
府
も
ま

た
臣
下
と
し
て
の
義
を
失
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
冒
頭
の

「神
国
変
じ
て
魔
国
と
成
り
」
は
、
そ
う
し
た
朝
廷

の
動
向
も
視
野

に
入
れ
て
の
こ
と
だ

っ
た
。

「工
皆
悲
し
み
て
商
皆
患
う
、
士
皆
臆
し
て
農
皆
苦
し
む
」
「何
れ

の
日
治
ま
る
や
何
れ
の
時
平
ら
ぐ
や
」
と
、
民
衆
的
視
点

・
民
衆
的

立
場
に
自
ら
を
置
く
諷
刺
漢
詩
家
は
、
仁

を
失

っ
た
天
皇
を
批
判

し
、
皇
朝
学
者

・
尊
王
論
者
の

「神
国
」
「
皇
国
」
喧
伝
も
揶
揄
す

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
文
久
元
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
、
広

い
範
囲
の
知
識
層
の
中
で
写
し
取
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

三

元
治
元
年
の

《
浮
世
噺
》

「
当
世
子
供
雑
談
」

で
は
次
に
、

一
般
に

「浮
世
噺
」
と
言
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
創
作

噺
か
ら
、
禁
門
の
変
直
後
の

「当
世
子
供
雑
談
」
と
題
す
る
作
品
を

紹
介
し
よ
う
。
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
八
月
頃
に
流
行

っ
た
も
の

で
あ
る
。

一

拾
四
五
才
を
頭
と
し
て
拾
弐
三
才

の
男
子
、
い
つ
れ
も
手

習
傍
輩
と
見

へ
、
お
八
ツ
下
り
の
わ
や
く

と
、
辻
講
釈
の
聞

と
り
学
文
、
高
慢
ら
し
き
事
を
云
と
も
、
根
か
町
そ
た
ち
の
わ

ん
は
く
連
中
、

つ
じ
つ
ま
あ
わ
ぬ
、⑳

と
言
う
よ
う
な
出
だ
し
で
始
ま
る
。
以
下
、
手
習
い
帰
り
の
数
人

の
子
供
が
そ
れ
ぞ
れ
長
州
や
肥
後
な
ど
の
立
場

・
主
張
を
代
弁
し
つ

つ
議
論
し
あ

っ
て
い
る
も

の
で
、
全
体
と

し
て

一
定
の
政
治
的
主

張

・
提
言
を
展
開
し
て
い
る
。
か
な
り
長
い
構
成
な
の
で
、
天
皇

・
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朝
廷
観

が
窺
え
る
箇
所
だ
け
を
飛
び
飛
び
に
拾

っ
て
い
く
。

文
中

〔

〕
は
作
者
自
身
の
註
、
脇
書
き
は
後
筆
ま
た
は
記
録
者
に
よ

る
説
明
、
*
は
引
用
者
の
註
付
け
、

　

　

よ

二

長
公

「お
め
ん
達
も
知

て
居
る
京
屋
乃
金
公
が

一
件

ハ
、

テ
イ

　

全

体

本

を

た

"
せ

ば

、
京

屋

が
あ

あ

い
ふ
武

ば

っ
た

出

来

そ

こ

ね

へ
で
、

世

間

知

ら

ず

の
、

お

さ
き

ま

っ
く

ら

の
、

ふ
と

こ

ろ

　

　

そ
だ

ち

の
、

は

ぬ
も

ん
だ

ろ

ふ
、

そ

こ

へ
付

け

込

で
…

」

三

長

公

「
何

、
も

と

ハ
京

屋

の
金

公

が

あ

つ
ち

へ
べ

つ
た

り

こ
ち

ぢ

へ
べ

つ
た

り

か

ら

、

お

こ

つ
た

事

さ

」

　

四

熊
公

「全
体
を
云
ハ
、
京
屋
の
金
公
か
悪

ハ
ナ
、
い
ら
ざ

　

る

つ
よ
が
つ
て
、
三
徳
に
任
せ
て
お
け
バ
い
ゑ
の
よ
、
お
か
ね

へ
か
ら
こ
ん
な
事
に
な

つ
た
の
だ
」

　

五

閑
公

「そ
り
ゃ
ア
実
に
お
も

へ
は
気
の
毒
た
と
み
ん
な
世

間

で
云
て
居
る
よ
、
何
を
云
に
も
相
手
が
わ
る
い
か
ら
こ
ま
る

よ

ノ
ウ
、
ど
ふ
か
し
て
手
打
に
し
て
い
も
ん
だ
、
何
分
に
も
天

　
　

ふ
ら
屋
の
む
す
子
と
云
も
ん
た
か
ら

〔作
者
云
、
天
ふ
ら
や
の

主
と
は
町
方
に
て
お
ん
み
つ
〕
お
か

つ
ひ
き
で
も
有
し
、
夫
に
、

　

金
公
か
お
だ
て
ら
れ
て
こ
う
ぎ
に
の
ほ

つ
て
居
る
け
れ
ど
、
む

か

し
や
の
暁
公
や
舜
公

の
様
に
や
ア
人
か
伏
さ
ね

ヘ
ハ
ナ
、

(
中
略
)
誰
が
山
の
主
に
な
ろ
ふ
が
、
金
公
に
構
手

ハ
ね

へ
そ

ふ
だ
か
ら
、
気
を
も
ま
ず
と
、
風
流
が
つ
て
歌
で
も
詠
た
り
、

お
き
さ
ま
に
玉
お
つ
ひ
て
居
れ

ハ
い
ゑ
の
よ
、
い
ら
ざ
る
武
芸

か
好
で
つ
よ
か
ろ
ふ
が
、
根
が
武
家
で
ね

へ
も
ん
だ
か
ら
、

い

け

る
も

ん

か
」

*
長
公
11
長
州

(毛
利
敬
親
)
、

*
ぶ
ば

っ
た
11
強
が
り
者
、

*
ふ
と
こ
ろ

そ

だ
ち
"
親

の
側

で
育

っ
て
世
慣
れ

な

い
こ
と

・
温
室
育

ち

、

*
は

ぬ
も

ん
ー1
撥
ね
物

で
傷
物

・
B
級
品

の
意

、

*
熊

公
闢

「
肥
後
熊
」
と
も

記
さ
れ

細
川
韶
邦
、

*
三
徳

"
徳
川
御

三
家

か
ら
転

じ
徳

川
将
軍
家
茂

、

*
閑
公
11

「
鍋
屋
の
閑
公
」
と
も
記
さ
れ
鍋
島
閑
叟
直
正
、

*
こ
う
ぎ

11
公
儀
で
こ
こ
で

は
朝
廷
、
高
座
を
意
味
す
る

「
講
義
」
と
か
け
た
も
の
。

こ

ん
な

風

な

会

話

の
や

り

と

り

が

つ
づ

く

。

禁

門

の
変

直

後

で
あ

り

な

が

ら

長

州

に

同

情

的

で

、
朝

廷

に
非

常

に
厳

し

い
。
幕

府

に
も

ま

だ

期

待

感

を

持

っ
て

い
る
。

解

決

策

を

閑

公

に
語

ら

せ

て

い

る
。

　

　

　

六

閑
公

「ま
つ
金
公
を
商
買
替
を
さ
せ
て
湯
屋
に
す
る
の
た

　

　

よ

」
、
皆

々

「
そ

こ

で
」
、
閑

「
夫

か

ら

和

印

を

推

戻

し

て
跡

目

に
立

る

の
サ

」
、

皆

々

「
フ

ム
女

主

か

の
」
、

閑

「
マ

ア
そ

ふ

し

て

置

て
」
、

皆

々

「
そ

こ

で
」
、

「
三

徳

を

一
旦

引

籠

ら

せ

て

　

　

七

丸

を

跡

目

と

し

て
」
、

(
中

略

)

皆

々

「
成

る

程

ナ

」
、

閑

　

　

「そ
こ
で
三
徳
を
京
屋
へ
す
は
ら
せ
て

一
対
に
す
る
の
サ
、
こ

　
　

つ
ち

は

七

丸

に

ふ
ま

え

さ

せ

れ
ば

、

水

風

呂

も
納

得

し

て
向

後

湯

殿

山

へ
籠

る
事

も

し

め

ヘ
サ

、

上

の
人

達

を

立

身

さ

せ

て

、

世

界

を

穏

に

す

る

の

さ

、

ナ

ン
ト

奇

々
妙

々

の
良

策

た

ろ

ふ
」
、

皆

々

「
フ
ウ

成

程

、

こ
り

や

ア
い

い
が

、

(後

略

)
」

*

「
湯
屋
」
11
銭
湯
で
仙
洞

つ
ま
り
院

・
上
皇
の
意
、

*
七
丸
11

一
橋
慶

喜
の
幼
名
が
七
郎
麿
で
あ
る
こ
と
で
慶
喜

。

と

い
う

よ

う

な

こ

と

が

提

言

さ

れ

て

い
る

。
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か
ん
そ
う
な
お

作
者

の
政
治
的
主
張
は
閑
公
、
す
な
わ
ち
肥
前
藩
主
鍋
島
閑
叟
直

ま
さ

お
さ
ひ
と

正
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
統
仁

(孝
明
)
を
院
に
退
か
せ

た
上

で
、
和
宮
に
皇
位
を
継
承
さ
せ

(女
帝

の
出
現
)
、
将
軍
職
を

い
え
も
ち

よ
し
の
ぶ

退

い
た
家
茂
と
と
も
に
内
裏
に
座
ら
せ
、
そ
の
上
で
慶
喜
に
将
軍
職

を
継
が
せ
る
と
い
っ
た
、
独
特
の

「公
武
合
体
」
的
政
権
論
を
展
開

し
て

い
る
。
ま
だ
、
徳
川
家
に
基
本
的
な
信
頼
感
を
持

っ
て
い
る
構

想
で
あ

る
。
こ
う
し
た
政
権
構
想
の
者
で
も
、
天
皇
を

「京
屋
の
金

公
」
と
呼
び
、
「
ぶ
ば

っ
た
出
来
そ
こ
ね

へ
」
「世
間
知
ら
ず
の
、
お

さ
き
ま

っ
く
ら
の
、
ふ
と
こ
ろ
そ
だ
ち
の
、
は
ぬ
も
ん
」
と
、
ま

っ

た
く
無
遠
慮
で
言
い
た
い
放
題
。
孝
明
天
皇
と
朝
廷
を
思
う
ま
ま
に

評
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
「も
と

ハ
京
屋
の
金
公
が
あ

つ
ち

へ
べ
つ

た
り
こ
ち
ぢ

へ
べ
つ
た
り
か
ら
、
お
こ
つ
た
事
さ
」
「全
体
を
云

ハ
、

京
屋
の
金
公
か
悪

ハ
ナ
」
と
ふ
ら
つ
く
天
皇
統
仁

・
朝
廷
を
批
判
。

し
ま
い
に
、
「ど
ふ
か
し
て
手
打
に
し
て
い
も
ん
だ
」
と
ま
で
言
い
、

あ
げ
く

は
、
「お
だ

て
ら
れ
て
こ
う
ぎ
に
の
ほ
つ
て
居
る
け
れ
ど
、

む
か
し
や
の
暁
公
や
舜
公
の
様
に
や
ア
人
か
伏
さ
ね
ヘ
ハ
ナ
」
と
堯

舜
ま
で
引
き
合

い
に
出
し
て
、
そ
の
よ
う
に
は
人
が
従
わ
な

い
と
断

定
。
そ
し
て
最
後
は
雅
の
世
界
に
暮
ら
せ
と
言
う
。

か
な
り
政
情
に
明
る
い
者
が
創
作
し
た
浮
世
噺
で
あ
り
、
話
の
創

り
手
は
江
戸
町
育
ち
の
幕
臣
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時

点
で
長
州
に
も
同
情
的
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
あ
る
い

は
江
戸
の
町
人
と
も
思
わ
れ
る
が
、
判
断
は
つ
き
か
ね
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
子
供

の
政
治
談
義
と
し
て
は
当
時
と
し
て
も

少
々
無
理
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
手
習

い
の
仲
間
同
士
が
そ
の

帰
り
が
け
に

「辻
講
釈
の
聞
き
と
り
学
文
」
と
し
て
談
義
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
禁
門
の
変
以
後
、
江
戸
の
民
衆
の
耳
目
は
政
治
の
奥
深
い

と
こ
ろ
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

お
さ
ひ
と

結
論
の
、
天
皇
統
仁

(孝
明
)
を
院
に
退
か
せ
た
上
で
、
和
宮
を

皇
位
に
据
え
る
と
い
う
新
た
な
権
力
の
構
想
か
ら
だ
け
言
え
ば
、
天

皇

・
朝
廷
が
そ
れ
な
り
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
訳

だ
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
先
に
見
た
よ
う
な
有
り
様
で
、
天

皇
の
神
権
性
な
ど
は
お
ろ
か
、
権
威
な
ど
ま

っ
た
く
な
い
状
態
、
ま

っ
た
く
の
無
遠
慮

・
言

い
た
い
放
題
と
い
う

こ
と
に
特
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

四

慶
応
三
年
の

《
チ
ョ
ボ
ク
レ
》

「人
間
万
事
裏
表
」

で
は
小
稿

の
最
後
に
、
幕
末
維
新
期
に
大
流
行
し
た
幾

つ
も
の
チ

ョ
ボ
ク
レ
の
中
か
ら
、
慶
応
三
年
九
月
こ
ろ
に
流
行

っ
た
チ
ョ
ボ
ク

レ
、
「人
間
万
事
裏
表
」
を
紹
介
し
よ
う
。

こ
れ
は
刊
本
史
料
の

『側
面
観
幕
末
史
』
に
も

『落
書
類
聚
』
に

も
集
録
さ
れ
て
い
る
。⑳

だ
が
、
天
皇

・
朝
廷
に
関
わ
る
部
分
の
多

く
が

『
側
面
観
幕
末
史
』
で
は
伏
せ
字
と

さ
れ
、
ま
た

『落
書
類

聚
』
で
は
編
者
の
矢
野
隆
教
が
改
竄
し
て
し
ま

っ
た
部
分
さ
え
あ

る
。
そ
こ
で
、
原
本
の
写
し
と
見
ら
れ
る
も

の

(た
だ
し
、
写
本
系
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統
は
別
と
考
え
ら
れ
る
)
を
、
『新
聞
書
』
に
見

い
出
し
た
の
で
、

そ
れ
で
紹
介
す
る
。
こ
れ
も
非
常
に
長
い
語
り
な
の
で
、
天
皇

・
朝

廷
観
が
窺
え
る
と
こ
ろ
だ
け
に
絞

っ
て
紹
介
す
る
。

史

料
中

の

、ー

は

『
側

面
観

幕

末
史

』

の
伏

せ
字

部

分
、

は

『落
書
類

聚
』

で
改
竄

さ
れ
た
部
分
、

【

】
は
書
き
換
え
ら
れ
た
語
。
表

記
上
の
み
の
異
同
は
無
視

し
、
『新
聞
書
』

の
表

記
に
従
う
。

そ
れ

つ
ら

つ
ら

語
り
出
し
は
、
「夫

倩

お
も
ん
み
れ

ハ
、
人
間
万
事
裏
表
、
舞

台
と
楽
屋
の
有
様
を
チ

ョ
イ
と
摘
ん
で
申
べ
し
」⑬

と
い
う
よ
う
に

始
ま
る
。
舞
台
を
表
、
楽
屋
を
裏
と
し
て
、
表

(舞
台
)
に
見
え
る

事
柄
の
裏

(楽
屋
)
を
覗
き
、
真
実
を
暴
こ
う
と

い
う
意
図
で
あ

る
。本

題

に
入

っ
て

一
段
語

っ
た
後
、
次
の
よ
う
な

一
段
が
出

て
く

る
。
以
下
、
飛
び
飛
び
に
引
用
す
る
。

オ

コ
モ

天
子
と
尊
ひ
乞
食
と
賤
し
み
、
隔
て
見
れ

ハ
月
と
す

つ
ほ
ん
、

ワ

　

シ

沓

と

冠

の
違

ハ
あ

れ
と

も

、

キ

ヤ

ツ
ト

産

れ

た
其

時

ハ
、
睾

ユ

ヨ

カ
ニ
バ
へ

　

白

も
丸
は
た
カ

【母
の
胎
内
か
ら
】
胎
毒
糞
た
れ
て
オ
キ
ヤ

　
ば

　

ワ
ン

ー

く

、
坊

や

と
呼

は
う

な

つ
ひ

て
、

ま

さ

か

に
ち

ん
と

も

王

オ

コ
モ

と

も

言

す

、
乞

丐

の

が
き

も

ひ
り

出

せ

は

、

ヤ

ハ
リ

一
物

一
躰

に
て
、
天
子
蒙

【将
軍
】
庶
人
ま
て
五
尺
の
躰
に
輙
栂

【ま

ら

】

一
本

、

と

卑

猥

な

表

現

な

が

ら
も

、

本

質

を

突

く

。

さ

ら

に

、

目

下
展

開

し

て

い
る
権

力

抗

争

に

つ

い
て
、

　べ
べ
　

お

　

　

の

　

金
箔
の
附
た

へ
・
召
し
て
、
檜
舞
台
の
上
段
に
チ
ョ
ン
く

、

ミ

ス

幕
の
翆
簾
の
中
、
天
王
様

【天
皇
様
】
と
は
や
し
立
、
御
賽
銭

の
多
少

ニ
テ
御
神
酒
を
い
た

・
く
氏
子
方
、
天
王
様
も
御
前
に

遣

ひ
、
江
戸
草
分
の
名
主
株
を
横
取
せ
し
と
の
目
論
見
の
、
は

て
ハ
喧
嘩
の
大
騒
動
、
楽
屋
を
見
れ
は
、
天
王
様

ハ
囃
子
か
御

好
て
、
う

つ
か
り
と
か

つ
か
れ
、
乗
気

に
成
て
、
我
儘

一
は
ゐ

も
て
あ
ま
し
た
る
た

・
つ
子
、
眼
か
さ
め
か
け
る
と
疱
瘡
神
か

ね
ん
ー

こ
ろ
り
て
切
幕
な
り
け
り
、
冠
装
束
鉄
漿
染
て
、
三

十

一
文

字

の
御

人

か

ら

、

楽

屋

を
見

れ

は

め
く

り

札

、

一
六

勝

負

も

引

き

か

・
る
、

ご

ろ

つ
き

の
長
公

や
、

ば

く

れ

ん

の
お
薩

ク

ゲ

ネ

に

た
ま

さ

れ
、

欲

か

公

家

ん

の
雲

の
上

、

困

る

ハ
天

の

下
人

也

、

*

「
く
げ

ん
」

は
苦
患

(治

し
が
た

い
病
気
)
と

公
家

を
掛
け
た
も

の
、

(
『側
面
観
幕
末
史
』

『落
書
類
聚
』

は
と
も

に

「
公
家

人
」
と
な

っ
て

い
る

が
、
こ
れ
は
、
意

図
的
に
変
え
た
も
の
で
は
な
く

、
写
本
系
統
の
違

い
に
よ

る
誤
字

と
思
わ
れ
る
)
。

こ

こ

で
、

「
天

王

様

は
囃

子

が

御

好

き

」

と

は

、

江

戸

の
物

乞

い

「
わ

い
わ

い

て
ん

の
う

」

の

口

上

。
多

く

は

「
わ

い
わ

い
天

王

、

囃

す

が

御
好

き

」

と

謡

う

。

も

ち

ろ
ん

、

こ

の
天

王

は
朝

廷

の
天

皇

と

こ

ず

て
ん
の
う

は
ま

っ
た
く
関
係
の
な

い
牛
頭
天
王
。
紋
付
き
の
羽
織
袴
に
猿
田
彦

の
面

・
両
刀
差
し
と

い
う
出
で
立
ち
で
、
牛
頭
天
王
の
お
札
配
り
を

口
実
に
、
門
付
け
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
コ

六
勝
負
」
は
、

文
字
通
り
は
サ
イ
コ
ロ
博
打
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
、
こ
の
年

一
月

む
つ
ひ
と

に
踐
祚
し
た

一
六
歳

の
天
皇
睦
仁

(明
治
天
皇
)
を
、
長
州

(ご
ろ
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つ
き
の
長
公
)
や
薩
摩

(ば
く
れ
ん
の
お
薩
)
な
ど
が
何
と
か
見

方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
画
策
し
て
い
る
様
子
を
言

っ
て
い
る
。

こ
う

し
た
語
り
の
後
、

楽
屋

【本
舞
台
】
を
い
ヘ
ハ
、
天
子

【公
家
】
も
乞
丐
も
、
自

ら
耕
し
喰
ふ
に
あ
ら
す
、
精
々
辛
苦
民
の
汗
を
貰
て
喰
ふ
の
は

御
仲
間
に
て
、
貰
か
あ
れ
ハ
腹
を
肥
し
、
な
け
れ
ハ
朕
か
不
徳

【
(以
下
四
字
欠
)
】
と
あ
き
ら
め
、
青
天
井
を
家
根
と
な
し
、

天
下
の
軒
端
を
傘
と
し
、
地
球
を
以
畳
と
し
、
大
洋
を
泉
水
と

見
、
…

と
語
り
、
さ
ら
に
結
び
で
は
、

人
間
万
事
裏
表
、
其
為
口
上
、
右
之
様
に

【左
様

々
々
と
】
、

曲
ら
ぬ
筆
を
取
る

【廻
ら
ぬ
筆
に
述
る
】
も
の
ハ
、
と
こ
そ
の

た
る
ま
の
椽

の
下
て
力
持
を
す
る
。
慷
慨
隠
士
。

と
、
筆
を
曲
げ
ず
に
真
実
を
語
る
己
、
慷
慨
隠
士
は
禅
寺
の
主
で

あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
、
チ
ョ
ボ
ク
レ
を
終
え
て
い
る
。

こ
れ
は
慶
応
三
年
の
九
月
頃
ま
で
流
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
前
年
末
に
孝
明
天
皇
が
疱
瘡
に
よ

っ
て
突
然
死
去
し
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
年
正
月
に
踐
祚
し
た
睦
仁
親
王

一
六
歳
を
、
「
天
王
様

ハ
囃
子
か
御
好
て
、
う
つ
か
り
と
か
つ
か
れ
、
乗
気
に
成
り
て
、
我

儘

一
は
ゐ
も
て
あ
ま
し
た
る
た

・
つ
子
」
「冠
装
束
鉄
漿
染
で
、
三

十

一
文
字
の
御
人
が
ら
」
と
、
江
戸
の
物
乞
い

「わ
い
わ
い
て
ん
の

う
」

の
口
上
に
模
し
て
厳
し
く
評
言
す

る
。
さ
ら
に
、
薩
長
が
天

皇
を
前

面
に
立
て
て
討
幕
運
動
に
動

い
て
い
る
事
態

の
本
質
を
、

「天
王
様
も
御
前
に
遣
ひ
、
江
戸
草
分
の
名
主
株
を
横
取
せ
し
と

の

目
論
見
」
と
、
み
ご
と
に
見
据
え
た
こ
の

「
慷
慨
隠
士
」
は
、
眼
前

に
展
開
し
て
い
る
政
治
抗
争

・
政
治
対
決
を
冷
静
に
見

つ
め
つ
つ
、

い
よ
い
よ
喧
伝
さ
れ
る
尊
王
思
想

に
よ

っ
て
至
尊
と
さ
れ
た
天
皇

も
、
ぎ
ゃ
っ
と
産
れ
た
其
の
時
は
、
蔑
ま
れ

て
い
る
乞
食
と
同
じ
人

間
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
で
あ
る
。

何
故
同
じ
か
、
そ
れ
は

「自
ら
耕
し
喰
ふ
に
あ
ら
す
、
精
々
辛
苦

民
の
汗
を
貰
て
喰
ふ
」
点
に
お

い
て

「御
仲
間
」
で
あ
り
、
共
に
、

「貰
か
あ
れ
ば
腹
を
肥
し
、
な
け
れ
は
朕
か
不
徳
と
あ
き
ら
め
」
る

べ
き
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

後
期
水
戸
学
や
平
田
派
神
道
以
来
、

一
部
尊
王
家
に
よ

っ
て
神
に

ま
で
持
ち
上
げ
ら
れ

つ
つ
あ

っ
た
天
皇
を
、
敢
え
て
乞
食
の
仲
間
に

引
き
下
ろ
す
こ
と
で
、
人
間
の
本
質
的
平
等

を
断
言
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
薩
長
に
も
、
幕
府
に
も
、
も

ち
ろ
ん
朝
廷
に
も
付

か
な
い
、
「
天
の
下
人
」
の
視
点
に
自
ら
を
置
い
た
、
禅
宗
坊
主

の

炯
眼
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
来
で
あ
れ
ば
、
紹
介
し
た
よ
う
な
諷
刺
文
芸
に
見
ら
れ
る
民
衆

レ
ベ
ル
で
の
天
皇
観
に
関
し
、
文
久
年
間
以
降
や
か
ま
し
く
喧
伝
さ

れ
、
思
想
潮
流
と
し
て
も
無
視
し
得
な
く
な
る
尊
王
思
想
と
の
対
応

関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
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う
し
た
諷
刺
文
芸
の
創
り
手
と
受
容
層
、
し
た
が

っ
て
ま
た
こ
う
し

た
天
皇
観
の
担

い
手

・
広
が
り
な
ど
に
つ
い
て
も
、
私
見
を
披
露
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
が
、
紙
幅
の
制
限
の
た
め
、
小
稿
で
は
こ
れ
以
上

の
展
開
は
出
来
な

い
。
小
稿
は
、
筆
者
が
現
在
執
筆
途
中
の
拙
著

『諷
刺

眼
維
新
変
革
-
民
衆
は
天
皇
を
ど
う
見
て
い
た
か
ー
』

の
、

ご
く

一
部
分
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
年
中
に
刊
行
予
定

の
拙
著

で
は
、
小
稿
で
紹
介
し
た
も
の
以
外
に
も
、
未
公
開
の
諷
刺

文
芸
を
多
数
紹
介
し
、
分
析
を
加
え
て
あ
る
。
そ
の
全
体
的
な
作
業

と
の
関
連
で
、
上
記
の
課
題
は
達
成
で
き
る
も
の
な
の
で
、
関
心
を

持
た
れ
た
方
は
、
後
日
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
本
稿
は
、
ア
ジ
ア
民
衆
史
研
究
会
二
〇
〇

一
年
度
大
会

(二

〇
〇

一
年
八
月
四
日
、
於
専
修
大
学
生
田
校
舎
)
で
筆
者
が
お
こ
な

っ
た
講
演
と

一
部
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

な
お
ま
た
、
前
稿
に
引
き
続
き
、
本
稿
も
史
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て

は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
お
よ
び
国
立
国
会
図
書
館
古
典
籍
資
料

室
に
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

註①

拙

稿

「
『
見
立

て

い
ろ
は
た
と

へ
』

の
成
立
ー

民
衆

的
天
皇
観
解

明

の

た
め

の
基
礎

作
業

と
し
て
ー
」

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
化
学
会
編

『
フ

ォ
ー
ラ
ム
』
第
十

九
号

(二
〇
〇

一
年

三
月
)
、
参

照
。

②

京
都
大

学
図
書
館

所
蔵

(以

下
、
京
図

と
略
記

)
「
乞
食

袋
」
巻

四
、

た
だ

し
、
東
京

大
学
史
料
編

纂
所
画
像
史
料

解
析
セ

ン
タ
ー

(以
下
、

東

史
セ

ン
タ
ー
と
略
記
)
撮
影

の
複
写
史
料
に
よ
る
。
以
後

の
京
図
史

料
、
原
写
本
も
同
様

。

③

第

丁

二

・
三

・
五

・
六
台
場
の
五
基

(第
四
台
場
は
途
中
ま

で
)
を
、

総
工
費
約
七
五
万
両
を
か
け

て
築
造
し
た
と

い
う

こ
の
御
台
場
築
島

に

つ
い
て
は
、

『品
川
区
史
』
通
史
編
上

(
一
九
七

三
、
東
京
都
品
川
区
)

一
一
二
五
～

一
一
五
六
頁

(浅
井
潤

子
氏

執
筆
部
分
)

お
よ
び
、

『維

新
史
料
綱
要
』
巻

一
、

四
五
九
頁
以
降

の
記
事
を
参
照
。

④

拙
著

『幕
末
民
衆
文
化
異
聞

-
真
宗

門
徒

の
四
季

1
』

(吉

川
弘
文
館

、

一
九
九
九
)
、
参

照
。

⑤

『孝
明

天
皇
紀
』
第

二
、

=

二
頁
。

⑥

同
前

、

=

三
頁

。

⑦

同
前

、

=

三
～
四
頁

。

⑧

以
上
、
同
前
、

一
六

〇
～

一
六
四
頁
。

⑨

「弘
道
館
記
述
義
」

『
日
本

思
想
大
系
』
巻
53

『水
戸
学
』

(
一
九
七
三
、

岩
波
書
店
)
。

⑩

東
京
大

学
史
料
編
纂
所

所
蔵

(以
下
、
東

史
と
略
記
)

『
聞
集
録
』
巻

四
七
。

⑪

『聞
集
録
』
巻
四
七
に
は
、

こ
の
狂
歌
と
並
ん
で
士昂
永
六
年
冬

の
狂
歌
も

入

っ
て

い
る
。
が
、
こ

の
部
分

は
、
来
航

以
来

同
年

中
の
狂
歌

を
集

め

た
箇
所

で
あ
り

、
夏
頃

の
も

の
と
年

末

頃

の
も

の
と
が
混
ざ

っ
て

い

る
。

⑫

「
三
言
四
句
」

京
図

『乞
食

袋
』
巻

一
五
。

⑬

櫻
木
章

『
側
面
観
幕
末
史
』

(
一
九

〇
五
、
啓
成
社
発
行

二

九
八

二
、
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続

日
本
史

籍
協
会
叢
書
復

刻
、
東
京
大

学
出
版
会
)

二
、
七
四
四
頁

。

た
だ

し
、
「
国
無
財
」

が

「
国
無
賊
」

と
な
る
な
ど
、

あ
き

ら
か

に
誤

写
と

思
わ
れ
る
写
本
系

列

の
も

の
か
ら

引

い
て
い
る
。
な

お
、

『側
面

観
幕
末
史
』

に
つ
い
て
は
、
註
①
拙
稿

の
註
①

参
照
。

⑭

前
註
⑬

に
同
じ
。

⑮

『
孝
明
天
皇
紀
』
第
三
、
四
六
二

・
四
七
四
頁
。

⑯

『
続
徳
川
実
記
』
第
三
編
、
八
二

〇
頁
。

⑰

『
孝
明
天
皇
紀
』
第
三
、
五
五
〇
～
五
五

一
頁
。

⑱

東
史

『
辛
酉
紀
聞
』
巻

一
。

⑲

内
田
九
州

男

・
島
野
三
千
穂

編

『
幕
末
維
新

京
都
町
人

日
記

』

(清
文

堂
、

一
九
八
九
)
、

一
四
六

・
一
四
九
頁
。

⑳

詳
し
く
は
執
筆
中

の
拙
著
を
参

照
し
て

い
た
だ
き
た

い
。

⑳

「当
世
子
供
雑
談
」
国
立
国
会
図
書
館
古
典
籍
資
料
室
所
蔵

(以

下
、
国

会
と
略
記
)
『
慶
応
元
乙
丑
記
』
巻

四
。

⑳

『側
面
観
幕
末
史
』

二
、
七
三
八

～
七
四

四
頁
。

『落
書
類
聚
』
下
巻

一

三
九

～

一
四

一

(国
会

『落
書
類
聚
』
巻
三
五
)
。
な
お
、
『落
書
類
聚
』

に

つ
い
て
も
、
註
①
拙

稿

の
註
①
参

照
。

⑳

東

史

『
新
聞
書
』
巻

四
。

(な
ぐ
ら

て
つ
ぞ
う

・
日
本
近
世
思
想
史
)
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