
歩

南
は
御
所
に
対
し
、
北
に
相
国
寺
を
背
に
う
け
た

黒
社
の
地
は
、
土
地
が
ら
敷
地
の
隅
々
の
一
石
一

草
に
も
そ
こ
は
か
と
な
く
歴
史
の
に
お
い
が
し
み
こ

ん
で
い
る
。

同
志
社
鞭
末
の
薩
摩
屋
敷
跡
で
明
治
に
な
っ
て

桑
畑
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
寮
舎
を
建
て
て
、
そ

の
後
次
第
に
拡
張
さ
れ
て
現
在
の
広
大
な
キ
ャ
ン
。
ハ

ス
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
疏
摩
屋
敷
跡

と
い
う
の
は
ク
ラ
ー
ク
●
念
館
か
ら
西
に
叫
科
学

錨
、
チ
ャ
ヘ
ル
、
彰
栄
館
等
を
見
渡
し
た
占
い
建
物

の
並
ぶ
一
帯
で
あ
る
。
現
神
学
鮪
付
近
か
ら
西
に
中

学
の
正
門
あ
た
り
の
線
に
一
筋
の
通
り
が
あ
っ
て
右

橋
町
と
い
い
、
通
り
の
南
側
、
<
「
出
川
通
り
ま
で
の

土
地
鞭
新
前
ま
で
は
{
上
公
家
の
邸
宅
が
門
を
並

べ
、
東
方
鼎
館
、
有
隣
館
の
敷
地
は
元
伏
見
宮
家

の
邸
跡
で
あ
り
、
栄
光
館
付
近
か
ら
東
は
五
摂
家
の

一
つ
二
条
家
の
邸
趾
で
あ
る
。

大
学
正
門
付
近
か
ら
有
終
館
に
至
る
襲
雙
ふ

く
め
た
敷
地
一
帯
は
、
江
戸
時
代
、
禁
中
与
力
刷
心

の
長
尾
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
西
、
有
終
館
の

敷
地
は
山
科
三
位
家
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

山

科
家
は
四
条
家
の
分
れ
で
、
代
々
有
職
故
実
を
も
っ

男
子
部
の
今
昔

て
禁
中
に
重
き
を
な
し
、
古
く
は
足
利
時
代
に
山
科

言
継
が
出
で
、
そ
の
Π
記
『
言
継
卿
記
』
は
有
名
な

歴
史
々
科
で
あ
り
、
家
集
『
権
大
納
喜
継
探
』

は
『
群
ヤ
類
従
』
に
も
収
め
ら
れ
、
歌
迺
に
も
傑
出

し
た
文
人
で
あ
り
、
森
十
二
年
の
織
果
長
の
御

所
造
営
は
言
継
の
献
策
が
力
あ
っ
六
と
こ
ろ
と
い
わ

れ
て
い
る
。
ま
条
末
、
明
治
の
頃
は
、
言
繩
が
宮

中
の
儀
式
、
服
制
に
関
し
て
家
学
の
権
威
発
押
し

て
い
る
。

山
科
家
の
西
隣
が
現
在
も
あ
る
冷
泉
家
で
あ
る
。

冷
泉
家
は
も
と
上
冷
泉
と
下
冷
泉
と
分
れ
て
二
家
あ

つ
六
が
、
今
出
川
の
冷
泉
家
は
上
冷
泉
家
で
、
代
々

歌
道
を
も
っ
て
朝
仕
し
、
為
相
、
為
秀
、
鳥
尹
、
為

為
満
、
為
村
な
ど
鎌
倉
、
室
町
時
代
以
来
秀
れ

和
、

た
歌
人
を
輩
出
し
、
『
十
六
夜
日
記
』
の
作
将
と
し

て
国
文
学
史
上
有
名
な
阿
仏
尼
は
冷
泉
家
の
強
為

相
の
母
で
あ
る
。

私
は
図
井
館
学
を
専
攻
し
て
い
る
関
係
上
、
歴
史

を
苫
え
る
時
、
す
ぐ
恐
物
や
図
占
館
と
関
連
つ
け

る
癖
が
あ
る
が
、
、
賀
・
塚
は
図
書
館
史
上
で
も
歌
学

文
献
の
宝
庫
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
存
在
で
あ

る
明
得
の
裏
手
朽
ち
か
け
た
土
券
中
に
見
え

る
土
繋
そ
の
時
雨
亭
文
庫
で
、
定
家
以
来
の
歌
道

鼎
凹
や
歴
代
の
日
■
類
を
禽
え
て
血
脈
相
誓
て
、
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そ
の
^
叫
^
に
つ
い
て
は
^
尓
^
に
お
い
て
も
^
^
し
、

江
戸
時
代
、
貫
重
書
が
司
流
出
し
九
の
で
文
庫
を

勅
封
管
理
に
し
北
こ
と
が
暴
器
』
化

上
冷
泉
家
に
勅
封
閲
覧
と
い
ふ
こ
と
有
て
、
其
人

五
十
歳
に
な
れ
ぱ
勅
使
を
玉
は
り
て
開
謝
b
,
、

一
生
涯
先
祖
の
書
物
披
見
た
訴
さ
る
也
。
卒
主
あ

れ
ば
又
封
ぜ
ら
れ
見
る
こ
と
あ
北
は
ず
。
云
々

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
も
所
蔵
資
料
が
如

何
に
重
要
文
献
で
あ
る
か
が
う
か
が
え
よ
う
。

索
家
の
西
に
藤
条
が
あ
っ
六
。
馨
家
は
冷

泉
象
の
分
殊
で
昭
和
初
期
ま
で
冷
嬰
t
Ⅲ
じ
よ
う

な
門
や
ん
の
古
風
な
家
が
並
ん
で
い
北
が
、
<
、
は
伺

志
社
の
敷
地
に
買
収
さ
れ
て
い
る
。
藤
谷
家
も
ま
九

霊
空
章
と
し
て
い
北
が
、
業
績
と
し
て
は
冷
泉

家
の
右
に
は
出
て
い
な
い
。

蕨
谷
邸
の
西
に
南
北
に
今
出
川
通
り
を
よ
き
コ
L

御
苑
内
に
ぬ
け
る
細
い
通
り
が
あ
っ
て
、
往
時
に
柏

の
筋
と
称
し
て
い
九
が
、
華
族
会
館
建
設
の
際
に
つ

ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
元
華
族
会
鮪
(
現
在
の
斡
真

鯨
)
は
徳
大
寺
家
の
邸
趾
で
正
門
や
平
屋
倫
分
は

徳
大
寺
邸
の
篇
で
、
枝
友
姦
の
敷
地
は
庭
の
一

部
で
あ
っ
大
も
の
と
思
わ
れ
る
。

徳
大
寺
家
と
い
ぇ
ぱ
明
治
、
大
正
の
姦
西
園
寺

公
望
は
こ
の
家
の
出
で
、
西
園
寺
家
を
継
い
だ
人
で

あ
り
、
一
券
祖
は
閑
院
公
季
よ
り
出
で
吹
御
ぜ
も
っ
て

祭
祁
に
率
仕
し
九
古
策
柄
で
あ
る
。

徳
大
寺
家
の
器
、
現
在
の
今
出
川
交
番
の
裏
手

か
ら
鳥
丸
通
り
に
添
っ
て
北
に
人
文
科
学
研
究
所
の

勗
九
り
ま
で
、
往
時
、
武
家
伝
奏
竹
内
弾
正
の
屋
敷

が
ゐ
え
が
、
こ
れ
ら
の
家
は
明
治
わ
年
、
堂
玉

族
の
東
京
移
住
に
ょ
っ
て
冷
泉
、
簾
谷
二
ぶ
を
残
す

の
み
で
取
払
わ
れ
、
古
老
の
話
で
は
、
竹
内
屋
敷
の

趾
に
は
小
さ
な
仏
堂
か
建
て
ら
れ
て
い
て
、
明
治
中

期
頃
ま
一
樺
浪
者
の
寝
ぐ
ら
に
な
う
て
い
た
と
聞
く

華
族
系
建
設
の
際
取
り
除
か
れ
、
皮
肉
に
も

、
.
、
、

力現
在
は
奪
が
出
来
て
い
て
浮
馨
な
ど
こ
の
界
隈

に
は
姿
を
見
せ
な
い
。

京
都
櫛
折
内
に
山
る
東
Ⅲ
父
庫
は
近
狩
芽
の
文
床

を
移
築
し
て
か
ら
の
名
称
で
、
こ
の
こ
と
命
山
文

庫
の
膨
翰
W
に
人
'
社
し
た
辻
聖
助
博
1
が

東
山
御
文
庫
と
い
ふ
の
は
も
と
も
と
化
梨
よ
り

起
た
名
で
商
る
。
一
織
W
内
の
西
北
の
隅
の

方
に
も
と
倫
家
の
邸
か
あ
っ
た
。
邸
内
の
庭
の

東
の
方
の
小
斤
の
下
に
一
つ
の
士
梨
あ
っ
北
。

こ
れ
走
近
徳
永
で
は
原
山
の
御
庫
と
称
し
て
居

六
。
閥
治
十
四
年
の
頃
器
家
の
邸
の
取
払
は
れ

る
に
際
し
て
、
こ
の
東
山
の
而
の
処
分
が
問
恕

と
な
っ
九
。
明
治
天
皇
か
之
を
お
聞
き
遡
ば
さ

れ
、
近
稍
鄭
拠
公
を
し
て
之
を
献
上
せ
し
め
ら
れ

北
。
そ
の
後
御
所
内
に
移
築
せ
ら
れ
九
か
、
尚
旧

称
の
ま
ま
に
束
糊
文
廊
会
粂
た
っ
北
の
で

あ
る
。
(
京
都
御
所
東
山
御
交
庫
忙
つ
い
て
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
庫
の
中
身
は
粥
家
の
東

京
移
住
の
際
は
二
条
城
や
系
大
ぎ
預
け
て
あ
っ

え
が
、
戦
前
洛
西
宇
多
掛
に
智
庫
を
建
て
て
こ
こ
に

尖
め
北
。
こ
れ
が
現
在
の
甥
文
壁
、
需
家
伝

世
の
お
ひ
九
だ
し
終
秋
玉
曾
貴
重
嘉
裟
が
平

・
条
千
作
の
歴
史
を
秘
め
て
い
る
。

近
飽
の
西
の
は
し
槍
の
筋
に
而
し
た
一
角
に
小

き
く
舟
橋
殊
か
あ
っ
九
が
、
舟
橋
家
は
家
祖
清
原
秀

賢
以
来
代
々
禁
桜
に
鰯
ナ
を
も
っ
て
重
き
を
な
し
九

今
出
川
通
り
を
は
き
<
で
今
出
"
仙
門
を
樹
如
に

入
た
右
手
一
帯
曾
筋
ま
で
は
近
衛
関
白
家
の
邸

趾
で
、
岡
を
入
っ
て
右
手
の
銀
杏
、
櫟
の
大
樹
の
茂

つ
た
小
丘
は
近
衛
家
で
東
山
と
称
し
庭
先
に
あ
っ
北

築
山
で
、
池
将
石
千
態
の
数
寄
が
尽
さ
れ
流
れ

に
は
架
橋
し
て
万
創
の
涼
風
を
激
わ
し
、
池
の
ほ
と

り
に
は
籍
と
呼
ぱ
れ
る
彼
岸
禁
あ
っ
て
、
小
丘

の
す
そ
に
近
黎
の
文
庫
が
あ
っ
九
。
公
筆
随
一
の

邸
宅
と
し
て
古
く
禁
裡
炎
上
な
ど
の
際
、
天
皇
は
近

衛
邸
に
器
す
る
の
松
例
で
あ
っ
北
と
い
う
。
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明
経
博
士
の
家
で
姦
鼎
も
多
く
、
舟
橋
文
庫
と

し
て
知
ら
れ
、
誓
に
は
「
而
明
経
儒
」
の
馨

印
が
あ
る
が
、
天
手
に
明
経
を
教
ゆ
る
儒
家
と
い
う

誇
り
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

舟
橋
家
の
門
前
、
筋
を
へ
だ
て
て
向
う
隣
に
久

我
、
堀
川
家
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
き
て
お
き
、
近

衛
邸
の
東
、
今
出
川
御
門
の
道
を
隔
て
た
と
こ
ろ
に

は
桂
宮
邸
が
あ
り
、
そ
の
東
に
中
山
邸
が
隣
り
、
中

山
邸
址
に
は
器
天
泉
の
産
券
井
戸
も
残
っ
て
い

る
。
粍
宮
は
八
条
宮
智
仁
親
王
に
始
ま
り
、
豊
臣
秀

吉
が
洛
西
桂
村
に
別
荘
を
造
営
し
て
宮
に
献
じ
た
の

が
現
存
の
桂
讐
で
あ
る
。
智
仁
親
王
は
和
滂
学

を
兼
ね
、
和
歌
、
連
歌
、
発
句
を
細
川
幽
斎
に
学
ぱ

れ
、
桂
の
別
荘
忙
は
、
当
時
、
公
家
、
文
人
.
藁
め

て
歌
会
、
句
会
を
催
す
な
ど
深
く
文
事
に
心
を
寄

せ
、
図
譜
を
収
集
し
て
文
庫
を
営
ん
だ
が
、
蔵
'
は

明
治
に
な
っ
て
宮
内
庁
図
'
寮
に
引
継
が
れ
た
。
桂

宮
家
の
旧
蔵
本
と
し
て
『
桂
本
亙
援
』
や
宋
版
『
呂

氏
永
塾
将
紀
』
な
ど
収
も
有
名
「
あ
る
。
『
桂
本

万
柴
集
』
は
加
賀
派
主
前
田
利
常
の
四
女
富
子
が
智

仁
親
工
に
輿
入
の
際
に
祖
母
松
十
の
賊
と
し
て
持
参

し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
輿
入
堺
粉
持
参
と
は
流

石
に
ゆ
か
し
い
こ
と
と
い
ぇ
よ
う
。

鼎
館
、
有
隣
館
の
敷
地
は
か
つ
て
伏
見
宮
邸
の

あ
た
と
こ
ろ
。
伏
見
宮
象
は
創
立
も
古
く
崇
光
院

の
凡
ヒ
十
栄
仁
親
王
を
祖
と
し
、
歴
代
の
器
を
多
く

文
庫
に
蓄
え
、
稀
代
の
愛
轡
大
名
前
田
綱
紀
な
ど
鴫

経
閣
文
庫
の
充
実
の
た
め
し
ぱ
し
ぱ
伏
見
宮
象
龜

録
愚
併
し
て
秒
サ
し
た
も
の
で
、
当
時
の
綱
甜

ネ
翰
の
一
節
に
「
咋
晩
一
巻
宛
致
邦
閲
候
之
処
、
無

比
類
鴛
録
、
懲
眼
候
」
云
々
の
句
も
見
え
、
そ

の
蔵
書
の
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
売
物
語
っ
て
い
る
。

ま
九
大
皐
な
だ
け
に
虫
蝕
紛
舌
も
相
ψ
一
あ
っ
た
様
十

で
、
器
の
,
否
か
ら
の
将
文
譜
「
思
召
の
外

大
方
の
霄
物
の
混
冊
仕
、
及
千
年
綣
籍
と
分
に
文

字
紙
等
も
W
々
に
罷
成
、
系
之
義
巾
々
急
罫
揃

俗
」
な
ど
い
う
も
あ
り
、
そ
の
儷
経
俊
卿

コ
し

な
ど
は
前
岡
永
で
補
修
し
て
返
還
し
九
と
い
う

記
録
も
残
う
て
い
る
が
、
江
g
時
代
雫
室
財
政
の
ひ

つ
迫
の
結
巣
、
文
庫
貨
電
な
資
料
を
保
有
し
な
が

ら
も
、
そ
の
梨
禦
門
理
に
充
分
手
が
と
ど
き
か
ね
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
ゆ
か
り
の
地
に

現
在
も
伺
志
社
大
学
鼎
祭
あ
る
の
も
不
思
議
の

而
艇
經
儒

え
に
し
と
い
ぇ
よ
う
0

栄
光
将
近
ま
で
が
伏
見
宮
雛
で
、
明
治

年
代
ま
で
こ
の
伏
見
宮
邸
の
東
仙
一
西
に
ひ
と
こ
ろ

藤
原
北
家
の
一
つ
で
あ
る
消
閑
寺
・
象
の
邸
宅
が
あ

り
、
同
志
社
の
初
期
縛
閑
寺
邸
が
女
十
部
と
男
子

部
の
キ
ャ
ン
ハ
ス
を
二
分
す
a
と
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
0

栄
光
飢
か
ら
東
現
在
女
f
部
体
育
鮒
に
か
け
て

の
一
帯
は
近
衛
家
と
.
¥
M
べ
る
摂
関
象
の
一
つ
で

あ
る
二
条
家
の
器
で
、
瓣
姻
に
な
っ
て
東
梨

ラ
ー
ネ
ッ
ト
邸
そ
の
西
が
平
安
義
会
と
な
り
、
旧
邸

の
建
物
も
一
部
残
き
れ
て
い
た
。
銅
陀
御
殿
と
い
わ

れ
て
い
た
の
が
そ
れ
で
、
同
志
社
の
所
有
と
な
っ
て

家
政
教
室
建
設
の
た
め
お
し
む
ら
く
、
取
払
わ
れ
、

器
は
往
時
の
而
影
も
な
い
が
、
今
出
川
通
り
の
一

角
に
当
時
門
前
忙
あ
っ
九
大
き
な
椋
樹
の
枯
株
だ
け

が
わ
ず
か
に
あ
り
し
日
を
偲
ば
せ
る
の
み
で
あ
ろ
。

幸
い
に
邸
内
に
占
く
か
ら
伝
え
ら
一
れ
た
茶
室
の
み

は
、
現
在
磯
鮒
裏
の
空
地
に
移
築
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
寒
解
で
、
程
茶
道
部
学
生
の
冉
典
趣
味

修
練
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
利
則
さ
れ
て
い
る
。

二
条
家
も
ま
九
中
世
以
来
文
献
の
塚
と
し
て
知
ら

女
子
部
と
そ
の
か
み

(
舟
橋
家
の
蔵
杏
印
)
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れ
、
『
筑
波
響
』
の
著
堂
条
条
な
ど
鎌
介
時

代
既
に
文
庫
走
稱
え
博
学
多
能
、
詞
藻
に
富
ん
だ
関

n
と
し
て
知
ら
れ
、
累
代
摂
関
家
の
日
記
は
み
な
文

雌
に
傑
仔
さ
れ
一
太
北
が
、
史
科
と
し
て
有
名
な

二
条
殿
日
次
記
と
称
す
る
も
の
は
そ
の
一
つ
で

あ
る
。一

条
永
は
日
'
の
ほ
穀
書
、
故
宗
そ
の
他
多

力
血
に
わ
た
る
数
多
く
の
秘
記
、
文
譜
の
類
を
収
蔵

し
当
時
朝
廷
将
曜
家
に
わ
い
て
も
古
記
録
の
質

正
、
勘
弁
に
は
二
条
象
文
庫
の
資
料
に
ょ
っ
て
対
校

す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
二
条
家

の
織
資
料
に
は
「
釧
髭
書
」
、
「
二
条
家
図
1
邑

の
蔵
印
が
押
き
れ
て
あ
る
。

ア
ー
モ
ス
ト
鮴
は
こ
れ
も
伏
見
空
か
の
屋
敷
内

で
、
こ
こ
忙
は
宮
・
稀
付
の
公
家
侍
の
武
家
屋
敷
が

あ
り
、
そ
の
製
手
一
帯
女
了
部
の
北
側
に
か
け
て
は

竹
祭
茂
り
、
狐
狸
の
棲
か
で
あ
っ
六
が
、
現
在
竹

籔
は
相
国
寺
山
内
に
作
か
に
一
部
而
影
を
残
す
の
み

で
、
相
国
寺
門
W
は
兇
は
狐
犯
な
ら
ぬ
皷
も
近

代
照
滋
人
の
n
宅
地
帯
と
化
し
て
い
る
。

デ
ヴ
ィ
ス
先
小
が
明
治
八
年
の
耿
初
め
て
家
放
と

と
も
に
京
都
に
移
仕
し
て
住
ま
わ
れ
、
暫
矣
人
等

が
十
女
、
条
め
同
志
社
女
学
校
の
前
身
と
も
い
ぇ
る

女
子
教
育
の
ス
タ
ー
ト
を
功
っ
六
柳
原
旧
邸
は
、
御

苑
内
迎
動
場
の
中
央
部
南
器
り
の
と
こ
ろ
、
現
在
は

庭
樹
の
銀
杏
や
橦
樹
二
本
の
他
お
も
か
げ
を
伝
え

る
何
物
も
残
っ
て
は
い
な
い
が
、
文
献
的
に
は
棚
原

一
永
も
ま
九
県
館
史
上
か
ら
除
け
な
い
存
在
で
あ

柳
原
鋭
の
文
庫
も
ま
た
累
代
の
図
'
を
禁
え
て
い

た
牙
時
代
万
治
四
年
の
希
大
火
一
寮
柳
の
文

廊
、
親
下
家
、
公
象
文
庫
等
の
多
く
と
運
命
を
共
に

し
て
一
度
は
焼
失
し
九
が
、
そ
の
後
冉
興
き
れ
て
再

び
五
棟
の
れ
献
を
邸
内
に
持
つ
に
い
た
う
た
こ
と
が

閑
窓
晶
』
に

板
く
ら
な

刀
治
四
年
の
火
に
、
Ⅷ
1
塚
文
券
く
ら
り
、
古
代

の
も
の

北
の
敷
地
に
あ
り
け
る
が
や
け
ぬ
。
小
U
ど

、
L
、
一
て

も
少
々
と
り
の
く
と
い
へ
ど
も
、
火
是
し
て
の

こ
る
と
こ
ろ
十
の
一
に
も
及
ぱ
す
。
獲
机
、
爺
卿

殴
俊
血
.
語
]
'
を
按
夕
の
サ
ι
^
き
に
つ
た

へ
し
め
給
ふ
所
に
て
、
大
び
六
び
の
兵
乱
に
あ
ひ

し
か
ど
も
、
お
よ
そ
つ
つ
が
な
く
も
ち
つ
九
へ
た

る
を
、
大
か
た
う
し
な
ひ
ぬ
。
な
け
く
に
も
猶
あ

ま
り
あ
り
、
こ
の
外
、
身
の
ル
<
ふ
る
き
訓
度
な
ど

い
ふ
も
さ
ら
な
り
。
そ
の
後
、
宅
、
水
の
火
に
も
、

く
ら
一
宇
や
け
ぬ
。
父
文
北
H
を
、
つ
し
な
い
ぬ
。
天

明
の
火
に
こ
そ
、
五
簡
所
の
く
ら
一
了
も
や
け
ず
、

文
n
二
兆
]
も
や
き
う
し
な
は
ず
ひ
と
へ
に
祖
沖
の

加
護
と
お
ほ
え
侍
る
な
り
。

と
兇
え
て
、
天
明
の
火
に
は
焼
け
ず
幕
末
ま
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
。
こ
の
文
庫
の
嘘
は
時
代
の
嵐
に
も

ま
れ
て
四
方
に
辧
散
し
て
し
ま
っ
た
が
、
藥
い
印
忙

「
日
野
柳
ゞ
欝
修
竹
と
臼
」
「
日
野
棚
乎
秘
府

は図
北
ど
、
窓
外
不
出
」
、
「
極
秘
」
な
ど
の
印
果
あ

り
、
柳
原
家
と
し
て
極
め
て
妥
な
文
庫
で
あ
っ
た

こ
と
、
^
^
ら
^
る
。

祥
風
耿
雨
、
か
く
て
そ
れ
か
ら
こ
の
伺
志
社
の
地

も
r
Π
余
年
の
時
が
流
れ
た
こ
の
足
霜
の
中
に
往
時

嫉
上
、
貴
籍
の
邸
宅
が
い
ら
か
を
M
べ
て
門
を
接

し
、
棗
維
暫
時
は
草
拠
貞
、
公
武
合
体
と
次

次
に
襲
う
時
代
の
波
の
は
げ
し
く
う
ず
巻
く
地
帯
と

な
り
、
大
刀
走
た
ぱ
さ
ん
想
上
や
衣
蜑
帯
の
公

家
た
ち
の
ゆ
き
か
い
も
繁
か
た
で
あ
ろ
う
。
劇
的

な
時
代
を
過
ぎ
て
、
今
で
は
当
時
の
家
並
の
あ
と
は

洋
式
の
近
代
儒
の
並
ぶ
学
園
と
代
っ
た
。

古
く
は
H
本
文
教
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
の
地
は
、

今
も
む
か
し
の
脚
か
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
芬
囲
気
を

た
だ
よ
わ
す
学
園
と
し
て
、
良
勢
る
良
心
の
充
満

し
た
丈
夫
の
来
る
こ
と
を
・
艮
心
程
ひ
そ
や
か
に
学

生
を
迎
え
て
円
内
に
吃
っ
て
い
る
。

(
同
志
社
々
史
編
染
所
卞
任
)
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