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領  綱 

一 

私
逹󠄁
は
明
徳
を
明
ら
か
に
し
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
国
家
の
鎮
護
と
な
り
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
大
和
世
界
を
建
設
し
ま
す 
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（Ric
k
e
rt

）
に
於
て
論
理
主
義
に
徹
底
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
併
し
斯
く
論
理
主
義
に
純

化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
の
根
拠
を
意
味
に
求
め
、
論
理
上
事
実
よ
り
前
に
意
味
を

置
く
、
と
い
う
先
験
哲
学
の
精
神
を
純
粋
に
保
つ
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
、
其
代
償
と
し
て
、

論
理
が
現
実
意
識
か
ら
遊
離
し
、
意
味
が
事
実
と
の
連
繋
を
失
う
危
険
を
蔵
す
る
。
所
謂
当

為
の
哲
学
、
形
式
主
義
の
理
想
主
義
哲
学
が
、
其
空
虚
不
毛
の
故
を
以
て
今
日
人
々
の
不
信

不
満
足
を
買
う
に
至
っ
た
の
も
、
此
非
事
象
主
義
の
結
果
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
此
傾
向
は
、
儒
教
に
も
仏
教
に
も
あ
っ
て
、
唯
論
理
的
に
完
全
を
期
し
て
も
、
真
実
が
伴
わ

ず
、
官
学
的
な
る
朱
子
学
か
ら
陽
明
学
が
生
じ
、
規
範
化
さ
れ
た
比
叡
山
か
ら
幾
多
の
新
仏

教
が
生
じ
た
。
）
こ
れ
に
代
っ
て
同
じ
く
認
識
批
判
的
方
法
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
事
象
性 

S
a

c
h
lic

h
k
e
it

の
方
向
を
採
る
も
の
が
フ
ッ
セ
ァ
ル
の
現
象
学
で
あ
る
。
果
し
て
現
象
学
的

方
法
は
先
験
論
的
方
法
の
欠
点
を
免
れ
て
其
具
体
性
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
か
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

          

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

西
洋
哲
学—

（
八
） 

               

反
省
的
方
法
１ 

 

論
理
は
一
方
に
於
て
認
識
の
客
観
的
意
味
を
形
成
す
る
法
則
の
統
一
で
あ
る
。
併
し

他
方
か
ら
云
え
ば
カ
ン
ト
の
先
験
論
的
方
法
に
於
て
そ
れ
は
主
観
の
現
実
に
従
う
統
合

の
法
則
で
あ
る
。如
何
に
し
て
此
主
観
法
則
が
同
時
に
客
観
の
法
則
た
り
得
る
か
と
い
う

に
、
カ
ン
ト
は
其
主
観
の
超
個
人
的
普
遍
性
即
ち
規
範
性
を
以
て
客
観
の
超
主
観
的
対

立
性
の
根
拠
と
な
し
た
。
所
謂
意
識
一
般
と
い
う
の
は
斯
か
る
普
遍
的
主
観
の
謂
に
他
な

ら
な
い
。
併
し
先
験
論
的
方
法
は
科
学
的
認
識
の
事
実
上
の
存
立
を
前
提
と
し
て
其
権

利
上
の
根
拠
を
問
う
こ
と
に
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
意
識
が
如
何
に

し
て
其
先
験
論
理
的
法
則
を
実
現
し
得
る
か
よ
り
は
寧
ろ
、
其
実
現
の
方
法
如
何
に
拘

ら
ず
認
識
の
論
理
的
根
拠
と
し
て
要
求
せ
ら
る
ゝ
先
験
的
統
合
の
法
則
の
何
た
る
か
に

主
た
る
着
眼
点
を
置
く
と
云
っ
て
よ
い
。
即
先
験
論
理
主
義
が
其
方
法
の
帰
結
で
あ
る
。

カ
ン
ト
自
身
は
周
到
な
る
反
省
に
由
っ
て
斯
か
る
論
理
主
義
的
方
面
の
み
な
ら
ず
、
先
験

心
理
学
に
属
す
と
い
う
べ
き
意
識
の
構
造
に
も
（
殊
に
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
第
一
版
に

於
て
）
重
要
な
る
解
明
を
与
え
た
。
併
し
先
験
論
的
方
法
は
論
理
主
義
を
其
帰
結
と
し
、

論
理
の
普
遍
的
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。新
カ
ン
ト
主
義
が

コ
ー
ヘ
ン
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
西
南
独
逸
学
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト

（Ric
k
e
rt

）
に
於
て
論
理
主
義
に
徹
底
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
併
し
斯
く
論
理
主
義

に
純
化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
の
根
拠
を
意
味
に
求
め
、
論
理
上
事
実
よ
り
前

に
意
味
を
置
く
、
と
い
う
先
験
哲
学
の
精
神
を
純
粋
に
保
つ
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
、

其
代
償
と
し
て
、
論
理
が
現
実
意
識
か
ら
遊
離
し
、
意
味
が
事
実
と
の
連
繋
を
失
う
危

険
を
蔵
す
る
。
所
謂
当
為
の
哲
学
、
形
式
主
義
の
理
想
主
義
哲
学
が
、
其
空
虚
不
毛
の

故
を
以
て
今
日
人
々
の
不
信
不
満
足
を
買
う
に
至
っ
た
の
も
、
此
非
事
象
主
義
の
結

果
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
此
傾
向
は
、
儒
教
に
も
仏
教
に
も
あ
っ
て
、
唯

論
理
的
に
完
全
を
期
し
て
も
、
真
実
が
伴
わ
ず
、
官
学
的
な
る
朱
子
学
か
ら
陽
明
学
が

生
じ
、
規
範
化
さ
れ
た
比
叡
山
か
ら
幾
多
の
新
仏
教
が
生
じ
た
。）
こ
れ
に
代
っ
て
同

じ
く
認
識
批
判
的
方
法
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
事
象
性 

S
a

ch
lich

k
e
it

の
方
向
を
採
る

も
の
が
フ
ッ
セ
ァ
ル
の
現
象
学
で
あ
る
。
果
し
て
現
象
学
的
方
法
は
先
験
論
的
方
法

の
欠
点
を
免
れ
て
其
具
体
性
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
六
章 

日
本
農
道
の
本
義 

    
 

～
第
一
節 

日
本
精
神
の
真
髄
～ 

三
、「
ひ
」
の
本
と
「
ひ
」
の
末 

 

奉
仕
の
対
象 

然
ら
ば
我
々
日
本
人
は
こ
の
奉
仕
参
賛
の
対
象
を
何
に
求
む
べ
き
か
。
日
本
国
家
に
於
て
は

申
す
ま
で
も
な
く
、
我
等
「
ひ
の
本
」
国
民
の
没
我
奉
仕
す
べ
き
対
象
は
日
本
天
皇
に
ま
し
ま

す
。
此
事
に
就
い
て
亦
深
く
考
え
て
見
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
は
何
か
、
畏
れ
お
お
き
事
で
は
あ

る
が
、
日
本
天
皇
の
御
名
に
多
く
「
仁
」
の
字
を
用
い
さ
せ
給
う
こ
と
で
あ
る
。
仁
と
は
生
命
の

根
源
を
謂
う
。漢
法
医
学
の
用
語
に
よ
れ
ば
果
実
の
最
も
中
な
る
胚
子
を
「
仁
」
と
呼
ぶ
。（
杏

仁
は
解
熱
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
）
外
側
に
は
美
し
い
果
皮
が
あ
り
、
其
の
中
に
は
甘
き
果
肉

が
あ
り
、
其
の
中
に
堅
き
核
が
あ
り
、
而
し
て
最
も
中
心
の
所
に
胚
子
（
即
ち
「
仁
」
）
が
あ
る
。

こ
の
果
実
が
一
度
地
中
に
入
っ
て
発
芽
す
る
時
の
状
態
を
見
る
に
、外
側
の
皮
も
肉
も
皆
其
の

身
を
殺
し
て
、
中
な
る
生
命
力
の
根
元
た
る
「
仁
」
の
育
成
に
参
賛
奉
仕
す
る
。
換
言
す
れ
ば

杏
の
種
子
の
発
芽
に
於
て
吾
々
は
い
み
じ
く
も
「
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
」
の
は
た
ら
き

を
見
る
。
仁
と
は
か
く
の
如
く
、生
命
の
根
原
（
本
）
で
あ
り
、
一
切
の
枝
葉
的
存
在
の
も
の
が
、

其
の
身
を
殺
し
奉
仕
参
賛
す
る
感
激
の
対
象
で
あ
る
。
か
く
て
我
等
日
本
国
民
が
、
生
命
の
根

原
と
し
て
身
を
殺
し
て
奉
仕
す
る
対
象
は
実
に
大
君
で
あ
り
、
随
っ
て
そ
の
大
君
の
御
名
を
何

仁
親
王
と
申
し
上
ぐ
る
こ
と
は
、
「
ひ
の
本
」
の
国
と
し
て
実
に
有
難
く
も
嬉
し
き
こ
と
の
極
み

で
は
な
い
か
。
吾
等
日
本
国
民
は
、
実
に
こ
の
至
上
の
感
激
を
以
て
、
こ
の
日
本
国
家
の
「
仁
」
に

ま
し
ま
す
大
君
に
奉
仕
し
て
、身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
「
日
の
本
」
の
民
な
の
で
あ,

る
。 

櫻
花 日

本
精
神
と
は
何
ぞ
や
。
分
析
と
理
論
と
に
走
る
非
日
本
的
こ
と
あ
げ
を
止
め
よ
。日
本
精

神
の
日
本
精
神
的
宣
揚
の
先
覚
的
大
人
、
本
居
宣
長
翁
が
快
く
も
明
確
率
直
に
喝
破
せ
る
其

の
大
音
声
を
敬
聴
せ
よ
。曰
く
、 

   

敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ゞ 

朝
日
に
匂
ふ
山
櫻
花 

と
。あ
ゝ
、如
何
に
透
徹
せ
る
日
本
精
神
の
大
定
義
な
る
ぞ
。 

 

今
こ
そ
日
本
国
民
は
没
我
奉
仕
の
「
ひ
の
本
」
精
神
に
目
覚
め
、温
故
知
新
の
活
眼
を
開
い
て

此
の
霊
音
を
味
識
せ
よ
。山
櫻
の
樹
を
日
本
国
家
に
譬
ふ
れ
ば
、
一
輪
々
々
の
花
び
ら
は
、吾
等

一
人
々
々
の
日
本
国
民
で
あ
る
。山
櫻
の
根
幹
は
実
に
我
が
日
本
天
皇―

―

国
家
の
仁
に
ま
し

ま
す
。
朝
日
に
匂
ふ
山
櫻
花
は
、
一
輪
々
々
の
花
が
根
幹
の
生
命
力
に
よ
っ
て
、
各
々
其
の
分
に

応
じ
て
そ
の
生
命
の
美
を
発
揮
す
る
が
、又
散
る
べ
き
時
到
れ
ば
些
か
の
未
練
も
な
く
潔
く
散

っ
て
其
の
根
に
帰
す
る
。
殊
に
其
の
散
り
際
の
潔
き
を
以
て
、
山
櫻
花
の
山
櫻
花
た
る
本
性
と

す
る
。
而
し
て
是
れ
実
に
山
櫻
花
の
「
ひ
の
本
」
す
る
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
吾
等
日
の
本
民
族

は
、国
の
本
に
ま
し
ま
す
大
君
の
御
為
に
は
、
其
の
一
輪
々
々
の
花
び
ら
に
当
る
吾
等
一
人
々
々

の
す
べ
て
を
潔
く
捧
げ
尽
す
義
勇
奉
公
の
念
の
熾
烈
な
る
こ
と
、
亦
当
に
か
く
の
如
く
あ
る
べ

き
で
あ
る
。大
伴
家
持
の
作
た
る 

  

海
行
か
ば
み
づ
く
屍
、山
行
か
ば
草
む
す
屍
、大
君
の
、辺
に
こ
そ
死
な
め
、か
へ
り
み
は
せ
じ 

の
歌
も
、
実
に
此
の
日
本
国
民
の
大
君
に
対
し
奉
っ
て
「
ひ
の
本
」
す
る
ー
ー
没
我
奉
仕
す
る
ー

ー
義
勇
奉
公
す
る
ー
ー
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
尊
王
の
尽
忠
を
歌
い
し
も
の
で
あ
っ
て
、本
居

翁
の
「
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ゞ
、朝
日
に
匂
ふ
山
櫻
花
」
の
歌
を
、更
に
端
的
に
実
行
的
な

る
感
激
を
以
て
高
唱
せ
し
も
の
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 
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ロ
ー
マ
と
ギ
リ
シ
ア   

                        

三
浦 

夏
南 

  

最
近
ロ
ー
マ
と
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
と
、
今
更
な
が
ら
、
西
洋
と
日
本
の

風
土
、
文
化
の
違
い
に
驚
か
さ
れ
る
。
ア
テ
ネ
の
政
体
が
王
政
か
ら
始
ま
り
、
貴
族
性
に
移
行
し
、

終
に
は
民
主
制
へ
と
堕
落
し
て
い
く
過
程
に
は
、
近
代
以
後
の
社
会
と
同
じ
よ
う
に
、
商
工
業
の

隆
盛
と
土
着
貴
族
の
没
落
交
代
が
あ
る
。
こ
れ
が
紀
元
前
の
こ
と
だ
と
知
る
と
、
西
洋
人
に
と

っ
て
、
現
代
起
き
て
い
る
事
象
は
理
解
不
能
な
珍
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
遥
か
昔
か
ら
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
歴
史
の
必
然
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。逆
に
日
本
人
に
と
っ
て
、
こ
の
現
象
は
理
解

し
が
た
い
。
何
故
な
れ
ば
、
江
戸
時
代
ま
で
農
本
的
社
会
が
当
然
で
あ
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
、

商
工
業
が
農
を
上
回
り
、
金
融
資
本
が
土
地
に
根
差
し
た
富
の
力
を
上
回
る
と
い
う
こ
と
は
、

時
代
に
よ
っ
て
ご
く
一
部
分
に
は
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
日
本
人
全
体
に
感
ぜ
ら
れ
る
ま
で
に

は
、
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
当
の
意
味
で
、
西
洋
と
同
じ
危
機
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
戦
後
経
済
成
長
以
後
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
日
本
人
が
自
国
の
商
本

化
の
危
険
を
切
実
に
思
う
こ
と
が
出
来
な
い
大
き
な
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

ス
パ
ル
タ
の
人
口
比
率
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
軍
事
の
大
権
を
一
手
に
握
る
武
装
し
た
貴
族
た

ち
を
一
と
す
る
と
、
次
に
位
置
す
る
商
工
業
者
が
七
、
最
後
に
奴
隷
の
如
く
扱
わ
れ
、
参
政
権

を
持
た
な
い
農
民
は
十
六
で
あ
る
。
紀
元
前
に
お
い
て
す
で
に
農
民
の
半
分
が
貴
族
及
び
商
人

で
あ
り
、
農
民
の
収
穫
物
の
半
分
は
税
金
と
し
て
吸
い
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
、
こ

の
貴
族
た
ち
は
、
農
的
生
活
の
中
か
ら
内
発
的
に
自
然
発
生
し
て
き
た
本
家
長
老
的
家
柄
や
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
武
門
武
士
の
家
系
な
ど
で
は
な
い
、
か
つ
て
ス
パ
ル
タ
を
外
部
か
ら
侵
略
し

た
ド
ー
リ
ア
民
族
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
か
ら
言
え
ば
異
民
族
の
民
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
、何
を
隠

そ
う
農
奴
の
如
く
扱
わ
れ
る
哀
れ
な
民
た
ち
こ
そ
、
か
つ
て
の
先
住
民
、
真
の
ス
パ
ル
タ
の
民
な

の
で
あ
る
。
そ
の
間
で
利
を
貪
る
商
人
た
ち
は
、
ド
ー
リ
ア
人
の
侵
略
に
乗
じ
て
移
住
し
て
き

た
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
国
に
正
し
い
道
が
行
わ
れ
る
訳
が
な
い
こ
と

が
一
目
瞭
然
、
歴
史
を
見
な
く
て
も
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
誇
る
と
こ
ろ
の
軍

事
力
と
い
う
も
の
も
、
畢
竟
、
内
に
は
常
に
反
乱
す
る
可
能
性
の
あ
る
農
奴
を
抑
制
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
は
内
部
の
矛
盾
葛
藤
を
外
部
へ
と
発
散
さ
せ
て
行
く
覇
武
で
し
か
な

い
。
そ
の
非
人
道
的
な
軍
人
育
成
を
見
て
も
、
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。貴
族
の
生
ま

れ
で
あ
っ
て
も
、
戦
闘
能
力
の
な
い
も
の
は
殺
さ
れ
る
か
奴
隷
に
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。親
元
に

い
ら
れ
る
の
は
六
歳
ま
で
、
七
歳
に
な
れ
ば
寄
宿
生
活
を
強
制
さ
れ
、
戦
闘
者
と
し
て
の
訓
練

に
専
念
す
る
。
こ
れ
で
は
家
族
の
愛
を
知
ら
ず
、
自
然
に
育
ま
れ
た
性
情
を
持
た
な
い
恐
る
べ

き
戦
闘
狂
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
る
。我
が
国
の
人
情
の
機
微
を
知
り
、
自
然
の
玄
妙
を
歌
に

詠
む
情
緒
豊
か
な
武
士
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 

我
が
国
の
人
口
比
率
は
、幕
末
文
明
爛
熟
の
時
と
言
わ
れ
た
時
代
で
も
九
割
近
く
が
農
民
で

あ
り
、
栄
え
た
と
言
わ
れ
た
武
士
も
全
体
の
中
で
は
一
割
に
も
満
た
な
い
存
在
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
武
士
の
中
に
は
半
分
農
民
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
貧
し
い
武
士
も
多
々
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
農
的
社
会
の
住
人
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現

代
の
人
口
比
率
を
見
る
と
、
第
三
次
産
業
が
六
割
を
超
え
、
逆
に
第
一
次
産
業
が
一
割
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
耕
さ
ず
物
を
売
る
も
の
が
半
分
以
上
を
占
め
、
耕
し
生
産
す
る
も
の
が
一

割
に
な
っ
て
い
る
社
会
が
果
た
し
て
健
全
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ロ
ー
マ
、
ギ
リ
シ
ア
を
見
て
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
の
専
制
的
奴
隷
国
家
で
あ
っ
た
ス
パ
ル
タ
で
も
、
貴
族
と
商
人

の
倍
の
人
数
農
民
が
い
た
こ
と
を
思
う
が
良
い
。
一
次
産
業
の
六
倍
の
商
人
が
溢
れ
か
え
る
我

が
国
が
ど
こ
に
向
か
う
べ
き
か
は
言
わ
ず
し
て
分
か
る
明
白
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
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小
野
鶴
山
の
『
大
学
師
説
』
⑤                       

庄 

宏
樹  

次
に
「
至
善
に
止
ま
る
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
「
明
明
徳
」
と
「
新
民
」
と
が
、一
体
ど
の
よ

う
に
あ
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
明
明
徳
」

「
新
民
」
以
外
の
第
三
の
実
践
項
目
と
し
て
「
止
於
至
善
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。鶴
山
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

己
が
徳
を
明
に
す
る
は
、
ち
と
ば
か
り
明
に
す
る
も
明
は
明
な
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
本
法

の
明
で
な
い
。
人
を
治
る
に
、
領
内
の
し
づ
か
な
と
云
様
な
こ
と
で
も
新
は
新
な
れ
ど
も
、

本
法
の
新
で
な
い
。
こ
れ
で
こ
そ
も
う
此
上
は
な
い
、
こ
れ
が
本
法
至
極
天
然
自
然
の
な

り
じ
や
と
云
ま
で
つ
ま
り
た
が
至
善
ぞ
。
其
至
善
に
尻
打
据
へ
る
を
止
と
云
。
一
旦
至
善

で
も
、其
な
り
が
ま
た
か
は
る
様
な
こ
と
で
は
役
に
立
た
ぬ
。 

 

文
中
に
あ
る
「
本
法
」
と
は
、
現
代
つ
か
わ
れ
る
言
葉
で
い
え
ば
「
本
物
」
と
い
っ
た
意
味
合
い

に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
、目
の
前
に
あ
る
紙
に
、
コ
ン
パ
ス
で
書
か
れ
た
円
と
、フ
リ
ー
ハ
ン
ド

で
書
か
れ
た
円
の
二
種
類
が
書
か
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
コ
ン
パ
ス
を
使
っ
て
書
い
た
円
の
方
が
、

よ
り
美
し
く
完
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
本
物
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な

「
完
成
形
」
「
理
想
像
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
こ
の
「
本
法
」
と
い
う
言
葉
に
は
含
ま
れ
て
い

る
。 こ

こ
で
の
鶴
山
の
講
義
と
同
じ
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
、
山
崎
闇
斎
が
編
纂
し
た
『
大
学
啓

発
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、次
の
よ
う
な
朱
子
の
言
葉
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

至
善
雖
不
外
乎
明
德
、然
明
德
亦
有
略
略
明
者
、須
是
止
那
極
至
處
。 

至
善
は
明
德
に
外
な
ら
ず
と
雖
も
、然
れ
ど
も
明
德
も
亦
た
略
略
に
明
な
る
者
有
り
。須

く
是
れ
那
の
極
至
の
處
に
止
ま
る
べ
し
。（
『
朱
子
語
類
』
巻
十
四
） 

 

つ
ま
り
、「
至
善
」
と
い
っ
て
も
、明
徳
の
ほ
か
に
何
か
別
の
善
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
じ

明
徳
で
も
、
完
成
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
た
め
、
「
極
至
の
處
」
に
ま
で
到

達
し
た
明
徳
の
こ
と
を
特
に
「
至
善
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。で
は
、
明
徳

の
「
極
至
の
處
」
と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な
境
地
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
鶴
山
は
言
う
。 

 

孟
子
な
ど
も
、尭
舜
を
あ
て
ヽ
証
文
に
な
さ
る
ヽ
が
、
明
徳
新
民
も
尭
舜
が
本
法
ぞ
。尭
舜

も
人
、
わ
れ
も
人
じ
や
か
ら
は
、尭
舜
の
な
り
で
な
ふ
て
は
本
法
で
な
い
。
あ
れ
が
本
の
人

と
云
も
の
、ま
た
あ
れ
に
な
ら
ぬ
は
本
の
生
れ
つ
い
た
な
り
に
か
へ
ら
ぬ
と
云
も
の
。 

 

こ
の
文
章
を
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
鶴
山
は
明
徳
の
極
至
、
す
な
わ
ち
至
善
の
体
現

者
と
し
て
尭
舜
の
こ
と
を
捉
え
て
お
り
、
ま
た
尭
舜
の
よ
う
な
境
地
に
到
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
ま
だ
本
物
の
「
明
明
徳
」
と
は
言
え
な
い
、と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
鶴
山
は
、
孟
子
が
尭
舜
の
こ
と
を
「
証
文
」
と
し
て
い
た
、
と
語
っ
て
い
る
が
、
確
か
に

『
孟
子
』
と
い
う
書
物
の
中
に
は
、尭
舜
に
つ
い
て
話
題
に
し
た
箇
所
が
い
く
つ
も
登
場
す
る
。例

え
ば
、
滕
文
公
章
句
上
の
冒
頭
部
分
に
は
、
「
孟
子 

性
善
を
道
い
、
言
う
に
必
ず
尭
舜
を
稱
す
」

（
孟
子
道
性
善
、言
必
稱
尭
舜
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、孟
子
が
滕
と
い
う
国
の
文
公
に
対
し
て
、常

に
尭
舜
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、性
善
の
考
え
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

尭
舜
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
の
聖
人
で
あ
る
が
、彼
ら
も
我
々
と
同
じ
人
間
で
あ
る
か
ら
に

は
、我
々
も
尭
舜
と
同
じ
よ
う
な
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、で
き
る
以
上
は
、そ
れ

に
向
か
っ
て
怠
ら
ず
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
は
、北
宋
の
時
代
に
な
っ
て
、

朱
子
の
先
駆
た
る
道
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
特
に
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
ら
北
宋
の
道

学
者
た
ち
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
聖
人
学
ん
で
到
る
べ
し
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
人
可
学
」
論
で

あ
っ
た
。「
到
る
べ
し
」
と
は
本
来
「
到
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、同
時
に
そ
こ

に
は
「
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

鶴
山
に
と
っ
て
も
、聖
人
は
目
指
す
べ
き
目
標
で
あ
っ
た
。
鶴
山
は
「
尭
舜
も
人
、わ
れ
も
人
じ

や
」
と
言
う
。す
な
わ
ち
、ど
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
よ
う
と
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
以
上
は
、

誰
し
も
が
尭
舜
の
よ
う
な
至
善
の
境
地
に
到
達
可
能
な
の
で
あ
り
、ま
た
そ
れ
を
目
標
に
し
て

「
明
明
徳
」
と
「
新
民
」
と
に
日
々
努
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
「
大
学
の
道
」
を
実
践
す
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                 

       

三
浦 

美
恵   

 
梅
雨
に
入
り
、
雨
や
天
気
の
悪
い
日
が
続
く
中
、
そ
の
合

間
を
ぬ
っ
て
今
月
も
た
く
さ
ん
の
農
作
業
に
取
り
組
み
ま
し

た
。 様

々
な
品
種
を
育
て
て
い
た
麦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刈
り
取

り
時
期
を
見
極
め
な
が
ら
丁
寧
に
刈
り
取
っ
て
い
き
ま
し

た
。家
族
全
員
で
、田
ん
ぼ
の
学
校
や
、近
く
で
手
植
え
を
さ

れ
て
い
る
農
家
さ
ん
の
お
手
伝
い
に
参
加
し
、
手
で
の
無
農

薬
栽
培
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。 

ア
ワ
、
キ
ビ
、
ヒ
エ
な
ど
の
雑
穀
を
播
い
た
り
、
藍
、
綿
の
苗

を
植
え
た
り
、
少
し
ず
つ
獲
れ
始
め
て
い
る
夏
野
菜
の
お
手

入
れ
を
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
立
派
な
ズ
ッ
キ
ー
ニ
や
キ
ュ
ウ

リ
は
、
毎
日
炒
め
物
や
漬
物
、
サ
ラ
ダ
と
し
て
食
卓
を
彩
っ
て

く
れ
ま
す
。
ト
マ
ト
や
ナ
ス
、
シ
ソ
や
ゴ
ボ
ウ
、
オ
ク
ラ
と
里
芋

も
ぐ
ん
ぐ
ん
と
伸
び
、
お
寺
さ
ん
に
様
子
を
見
に
行
く
毎
日

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。 

雨
の
日
に
は
季
節
の
手
仕
事
を
行
い
ま
し
た
。
地
元
の
方

や
親
せ
き
か
ら
た
く
さ
ん
頂
い
た
梅
で
梅
サ
ワ
ー
に
梅
干
し
、

梅
肉
エ
キ
ス
を
仕
込
み
ま
し
た
。
ま
た
ヨ
モ
ギ
や
ド
ク
ダ
ミ
、

ビ
ワ
の
葉
を
焼
酎
に
漬
け
て
虫
よ
け
ス
プ
レ
ー
や

湿
疹
に
効
く
薬
と
し
て
仕
込
み
、
医
療
も
少
し
ず

つ
自
給
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

食
事
も
、
よ
り
自
給
自
足
が
で
き
る
よ
う
に
白

米
か
ら
雑
穀
入
り
発
芽
玄
米
ご
飯
に
切
り
替
え
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
お
か
ず
も
変
化
し
、
漬
物
や

み
そ
汁
な
ど
の
素
朴
な
も
の
少
量
の
み
で
満
足
す

る
よ
う
に
な
り
、
家
族
も
以
前
に
増
し
て
健
康
に

な
り
ま
し
た
。お
水
も
水
道
水
か
ら
西
条
市
の
「
う

ち
ぬ
き
水
」
を
汲
む
よ
う
に
な
り
、
質
素
な
が
ら

も
満
足
の
い
く
食
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 自

治
集
団
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
愛
媛
県
で

の
教
育
部
会
の
開
催
や
、
そ
の
後
の
農
園
見
学
、

む
す
び
の
里
に
い
る
農
士
候
補
生
の
研
修
も
行
い

ま
し
た
。
同
じ
志
を
も
つ
仲
間
同
士
で
語
ら
い
、
農

作
業
に
勤
し
む
時
間
は
楽
し
く
、あ
っ
と
い
う
間
に

時
が
過
ぎ
さ
り
ま
し
た
。 

雨
で
農
作
業
が
難
し
い
日
は
、
体
を
鍛
え
る
た

め
に
肥
田
式
強
健
術
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
肥
田

春
充
先
生
と
い
う
、丹
田
を
鍛
え
、心
身
が
鍛
え
ら

れ
て
い
る
超
人
の
勧
め
る
身
体
操
作
に
家
族
で
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
主
人
と
長
男
は
、
肥
田

先
生
の
教
え
に
従
っ
て
水
風
呂
に
入
り
、
乾
布
摩

擦
を
し
て
一
日
の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
す
。
朝
の
ル

ー
テ
ィ
ー
ン
と
し
て
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
長
男
も
自
信
が
つ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。雨
の
日
で
も
、

三
浦
家
か
ら
は
、強
健
術
に
取
り
組
む
元
気
な
掛
け
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。 

ま
た
、
洗
剤
も
自
給
で
き
る
よ
う
、市
販
の
合
成
洗
剤
の
見
直
し
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
健
康
を
害
す
る
も
の
を
排
除
し
、
一
方
で
家
族
全
員
が
元
気
で
自
治
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、自
分
に
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
今
後
の
予
定 

    

ひ
の
心
を
継
ぐ
会 

定
期
総
会
：令
和
五
年
七
月
十
六
日
（
日
）
十
一
時
～
十
三
時 

                            

愛
媛
県
護
國
神
社 

神
楽
殿 

（
松
山
市
御
幸
一
丁
目
四
七
六
） 

                            
 

★
一
燈
照
偶 
万
燈
照
国 

 
 
 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

       

三
千
円 

賛
助
会
員   

     

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

  
 

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 


