
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
あ
え
て
注
文
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
『
共
武
政
表
』

に
記
載
さ
れ
て
い
る
集
落
の
採
録
が
、
国
に
よ
り
精
粗
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
こ
と
、
ま
た
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
地
形
図
の
一
部
に
水
車
記
号
が
見
に

く
い
図
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
水
車
記
号
を
知
ら
な
い
層
が
増
加
し
て
い
る

の
で
、
記
号
の
凡
例
を
付
け
る
な
ど
の
細
か
な
配
慮
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
注
文
は
、
ご
く
些
細
な
こ
と
で
し
か
な

く
、
本
書
の
学
術
的
価
値
を
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
も
の
で
ほ
な
い
こ
と
は
申

す
ま
で
も
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
初
め
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
本
書
公
刊
の
意
義
は
比
類
な

く
大
き
い
と
考
え
る
。
本
書
は
、
歴
史
地
理
学
が
経
済
史
、
技
術
史
、
産
業

考
古
学
な
ど
関
係
す
る
隣
接
諸
科
学
に
対
し
、
誇
り
う
る
成
果
で
あ
り
、
そ

れ
ら
諸
科
学
へ
の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
著
者
は
稼

動
中
の
水
車
に
つ
い
て
も
精
力
的
に
調
査
し
、
成
果
を
学
会
で
も
発
表
、
そ

の
蓄
積
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
、
本
書
の
続
編
が
切
に
望
ま
れ
る
。
さ
ら

に
、
外
国
、
と
り
わ
け
西
ア
ジ
ア
の
水
車
に
つ
い
て
、
多
数
の
論
考
を
持
つ

著
者
に
よ
る
「
世
界
の
水
車
」
な
ど
の
書
物
の
刊
行
を
期
待
し
つ
つ
、
こ
の

拙
い
書
評
を
終
わ
り
た
い
。

塚

口

義

信

著

寺

西

貞

弘

『
神
功
皇
后
伝
説
の
研
究
』

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
記
・
紀
』
）
に
は
、
到
底
史
実
と
は

考
え
ら
れ
な
い
不
合
理
な
物
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
記
』
で
は
上
・
中
巻

に
、
『
紀
』
で
ほ
巻
第
十
ま
で
に
、
共
に
応
神
天
皇
治
政
下
と
さ
れ
る
時
代

以
前
の
記
述
に
集
中
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
物
語

を
「
伝
説
」
と
よ
ぶ
。
と
こ
ろ
で
、
『
記
・
紀
』
所
載
の
こ
の
よ
う
な
伝
説
を

対
象
と
し
た
科
学
的
研
究
の
歴
史
は
、
か
な
り
浅
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

終
戦
ま
で
吹
き
荒
れ
た
、
天
皇
と
そ
の
統
治
の
正
統
性
の
拠
所
と
な
る
『
記

•
紀
』
を
あ
ま
り
に
も
神
聖
視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら

伝
説
に
科
学
の
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
は
研
究
対
象
の
域

外
に
お
か
れ
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
が
一
掃
さ
れ
る
や
、
そ
れ
ま
で
の
古
代
史
研
究

へ
の
見
直
し
が
必
至
と
な
っ
た
が
、
伝
説
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
伝
説
に
科
学
的
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
津
田
左
右
吉
氏
の
一
連

の
論
文
で
あ
っ
た
。
津
田
氏
は
一
連
の
『
記
・
紀
』
本
文
批
判
の
中
で
、
不

合
理
な
記
載
を
す
べ
て
後
代
の
潤
飾
と
断
定
し
、
そ
れ
を
排
除
し
た
記
載
に

よ
っ
て
古
代
史
の
再
構
築
を
試
み
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
津
田
史
学
は
、
計
り

知
れ
な
い
成
果
を
上
げ
、
戦
後
古
代
史
研
究
の
起
点
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知

で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
説
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
戦
前
の
研
究
が
信
じ
る
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こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
津
田
史
学
の
そ
れ
は
疑
う
こ
と
か

ら
出
発
し
て
い
た
、
と
評
し
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
華
々
し
く
批
判
し

尽
さ
れ
た
伝
説
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
代
の
潤
飾
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、

古
代
史
研
究
史
料
と
し
て
の
価
値
を
半
減
し
た
。

批
判
し
尽
さ
れ
た
伝
説
は
、
そ
の
後
歴
史
研
究
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
が
、
近
年
再
び
伝
説
に
目
を
む
け
る
学
者
が
多
く
な

っ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
『
記
・
紀
』
所
載
の
豊
富
な
伝
説
を
、
な
ん
と
か
古

代
史
研
究
の
史
料
に
使
え
な
い
も
の
か
、
と
い
う
努
力
の
現
わ
れ
で
も
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
気
運
の
中
で
、
塚
口
義
信
氏
が
『
神
功
皇
后
伝
説
の
研

究
』
を
著
わ
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
副
題
を
「
古
代
氏
族
伝
承
研
究
序
説
」
と
し
、
第
一
章
か
ら
第

八
章
ま
で
に
論
文
九
篇
を
配
し
、
あ
と
が
き
を
付
し
た
体
裁
に
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

◎
 

神
功
皇
后
の
和
風
謳
号
は
、
『
記
』
で
は
「
息
長
帯
日
売
」
、
『
紀
』
で
は

「
気
長
足
姫
」
、
と
共
に
「
オ
キ
ナ
ガ
ク
ラ
シ
ヒ
メ
」
で
あ
る
。
『
記
・
紀
』

伝
説
と
し
て
精
製
さ
れ
た
神
功
皇
后
（
オ
キ
ナ
ガ
ク
ラ
シ
ヒ
メ
）
伝
説
は
、

息
長
氏
が
氏
族
伝
承
と
し
て
伝
え
た
「
オ
キ
ナ
ガ
ヒ
メ
」
の
物
語
と
、
民
間

に
流
布
し
て
い
た
「
＊
＊
ク
ラ
ッ
ヒ
メ
」
の
物
語
と
が
一
体
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
伝
説
中
の
民
間
伝
承
的
要
素
と
、
息
長
氏
の
果
し
た
役
割

か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
が
第
一
章
「
大
帯
日
売
考
ー
神
功
皇
功
伝
説
の

史
的
分
析
ー
」
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
伝
説
研
究
が
、
不
合
理
な
伝
説
に
よ

り
合
理
的
解
釈
を
施
そ
う
と
試
み
た
り
、
全
体
の
型
式
を
論
じ
、
そ
の
類
似

性
に
基
づ
い
て
結
論
に
至
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
要
素

の
分
析
に
よ
る
研
究
法
を
と
っ
た
た
め
、
新
し
い
研
究
方
法
を
提
示
し
た
大

作
と
し
て
、
学
界
に
好
評
を
博
し
た
。
著
者
を
し
て
、
若
き
伝
説
研
究
の
先

駆
者
の
名
を
欲
し
い
ま
ま
に
せ
し
め
た
代
表
作
で
あ
り
、
本
書
の
巻
頭
を
飾

る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
う
け
た
第
二
章
「
神
功
皇
后

伝
説
の
形
成
と
そ
の
意
義
」
は
、
二
つ
の
要
素
を
も
つ
神
功
皇
后
伝
説
が
、

伝
承
荷
担
者
息
長
氏
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
、
舒
明
・
皇
極
朝
頃
に
『
記
・

紀
』
所
載
の
伝
説
の
形
を
整
え
た
と
す
る
。
第
一
章
が
伝
説
の
要
素
の
研
究

で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
本
章
は
時
間
的
流
れ
の
中
で
、
最
終
的
に
『
記
・

紀
』
伝
説
の
形
へ
と
完
成
し
て
行
く
ま
で
の
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
著
者
の
神
功
皇
后
伝
説
研
究
は
、
要
素
的
か
つ
時
間
的
研

究
の
骨
子
を
一
応
完
成
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
第
三
章
以
下

は
、
上
述
の
研
究
方
法
を
駆
使
し
て
、
未
だ
不
明
な
神
功
皇
后
伝
説
の
細
部

に
渡
る
個
別
研
究
な
い
し
は
関
連
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
即
位
前
条
の
「
一
云
」
に
つ
い
て
」

は
、
本
伝
説
中
の
誉
田
皇
子
が
気
比
大
神
と
名
を
換
え
る
一
連
の
物
語
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
誉
田
皇
子
の
母
方
氏
族
（
息
長
氏
）
有

縁
の
地
で
行
わ
れ
た
成
年
式
で
あ
る
と
推
定
し
、
そ
れ
を
多
く
の
文
献
史
料

の
民
俗
学
的
解
釈
に
よ
っ
て
論
証
し
た
。
こ
の
論
考
は
、
誉
田
皇
子
の
気
比

大
神
参
拝
の
必
然
性
と
、
母
方
氏
族
息
長
氏
の
役
割
を
証
明
し
た
こ
と
に
大

き
な
成
果
が
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
『
紀
』
の
応
神
天
皇
即
位
前
条

＿
中
の
「
一
云
」
の
割
注
が
本
注
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
こ
と
は
、
『
紀
』

の
文
献
批
判
の
分
野
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
「
香
椎
廟
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
ー
オ
ホ
ク
ラ
シ
ヒ
メ
と
八
幡

神
ー
」
は
、
八
幡
神
の
母
神
で
あ
る
オ
ホ
ク
ラ
シ
ヒ
メ
が
神
功
皇
后
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
オ
ホ
ク
ラ
シ
ヒ
メ
を
祭
神
と
す
る
香
椎
宮
が
、
神

功
皇
后
を
祀
る
香
椎
廟
と
な
っ
た
と
し
、
そ
の
時
期
を
神
亀
元
年
と
し
た
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が
、
本
論
考
は
日
本
の
宗
廟
思
想
の
根
源
に
せ
ま
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま

た
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
等
後
代
の
編
述
に
成
る
史
料
に
よ
っ
て
論
証
す
る
過

程
に
は
、
な
お
不
安
を
覚
え
る
が
、
そ
れ
ら
史
料
中
の
民
間
伝
承
的
部
分

を
、
よ
り
古
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ

に
著
者
の
史
料
を
開
拓
し
て
行
く
意
欲
的
態
度
を
垣
問
見
る
こ
と
が
で
き
ょ

う。
著
者
は
、
本
書
に
お
い
て
常
に
史
料
を
開
拓
し
、
独
自
の
方
法
論
を
も
っ

て
論
理
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
一
種
の
卓
越
し
た
才
能
と
い

え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
才
能
を
持
つ
者
は
、
往
々
に
し
て
先
学
の

研
究
を
無
視
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
七
章
「
神
功
皇
后
の
出
自
系
譜

に
関
す
る
一
考
察
|
諸
説
の
検
討
を
中
心
と
し
て
ー
」
を
一
読
す
れ
ば
、
著

者
が
研
究
史
の
緻
密
な
検
討
に
も
労
を
惜
ん
で
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

第
五
章
「
継
体
天
皇
と
息
長
氏
」
は
、
継
体
天
皇
即
位
の
事
情
を
通
し

て
、
神
功
皇
后
伝
説
の
伝
承
荷
担
息
長
氏
の
勢
力
基
盤
を
摂
津
・
河
内
・
山

城
に
も
認
め
、
山
城
南
部
綴
喜
に
そ
の
故
地
を
求
め
た
。
そ
の
た
め
、
息
長

氏
の
系
譜
に
山
城
南
部
の
地
名
を
冠
す
る
人
物
を
散
見
で
き
る
理
由
も
解
明

で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
合
せ
て
盟
友
関
係
に
あ
っ
た
和
耳
氏
・
茨
田

氏
の
存
在
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
六
章
「
『
佐
紀
盾
列
古

墳
群
』
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、
大
和
東
北
部
に
所
在
す
る
佐
紀
盾
列
古
墳

群
が
、
和
瑕
氏
・
息
長
氏
に
関
係
深
い
王
族
を
被
葬
者
と
す
る
と
提
言
し
、

そ
れ
を
古
墳
の
分
布
地
域
と
そ
の
地
域
に
係
わ
る
『
記
・
紀
』
記
載
か
ら
裏

付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
考
古
学
と
古
代
史
の
接
点
を
模
索
し

た
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
第
五
・
六
章
に
よ
っ
て
、
近
江
を
本

拠
と
す
る
息
長
氏
の
中
央
豪
族
的
要
素
の
根
源
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

第
八
章
「
武
内
宿
祢
伝
説
の
形
成
」
は
、
神
功
皇
后
伝
説
の
時
代
を
含
め

『
記
』
で
は
六
朝
、
『
紀
』
で
は
四
朝
に
仕
え
た
武
内
宿
祢
の
伝
説
形
成
過

程
を
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
伝
説
中
の
氏
族
伝
承
的
要
素
を

分
析
し
、
こ
れ
を
葛
城
臣
•
紀
直
両
氏
の
氏
族
伝
承
で
あ
る
と
し
、
そ
の
素

型
の
成
立
を
両
氏
族
が
活
躍
す
る
雄
略
朝
と
し
た
。
さ
ら
に
、
推
古
朝
に
は

蘇
我
氏
の
氏
族
伝
承
的
要
素
が
付
加
さ
れ
、
『
記
・
紀
』
編
纂
時
に
い
た
っ

て
、
政
治
的
意
図
を
も
含
め
て
最
終
的
な
完
成
を
み
た
と
す
る
。
本
章
は
、

著
者
の
伝
説
研
究
の
方
法
が
普
遍
的
に
応
用
で
き
得
る
こ
と
を
、
自
ら
証
朋

し
た
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
敢
え
て
苦
言
を
提
す
る
な
ら
ば
、

伝
承
荷
担
者
の
異
る
神
功
皇
后
伝
説
と
武
内
宿
祢
伝
説
と
ほ
、
か
な
り
重
複

す
る
記
載
部
分
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
言
及
す
ぺ
き
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
苦
言
は
、
本
章
の
論
理
の
展

開
や
結
論
に
何
等
遜
色
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
書
の
『
神
功
皇
后

伝
説
の
研
究
』
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
は
、
少
々
違
和
感
が
あ
る
。

◎
 

以
上
で
本
書
を
概
観
し
終
え
た
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
残
り
少
な
く
な

っ
て
来
た
。
こ
こ
で
、
本
書
の
根
底
に
あ
る
著
者
の
伝
説
に
対
す
る
研
究
方

法
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
敢
て
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
伝
説
中
の
要

素
の
分
析
と
伝
承
成
立
過
程
の
尊
重
で
あ
る
。
近
年
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
が

一
般
に
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
伝
承
中
の
要
素
は
す
べ
て

後
代
の
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
が
遠
い
昔
に
投
影
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
投
影
さ
れ
た
時
代
と
モ
デ
ル
に
な
っ
た
時
代
の
間
に
、
途
方
も
な
く
長

時
間
の
空
白
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
説
が
『
記
・

紀
』
に
採
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、
モ
デ
ル
に
な
る
時
代
を
正
当
化
す
る
た
め

の
政
治
的
意
図
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
伝
説
中
に
活
躍
す
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る
氏
族
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

著
者
が
本
書
で
行
っ
た
ご
と
く
、
伝
説
中
の
氏
族
伝
承
的
要
素
を
分
析
す
る

研
究
の
必
要
性
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
氏
族
伝
承
が

他
氏
族
や
政
治
の
影
響
を
受
け
、
『
記
・
紀
』
伝
説
へ
と
精
製
さ
れ
て
行
く

過
程
を
看
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
書
を
紐
解
く
直
前
、
私
は
文
化
人
類
学
者
A
.
M
•
H
o
c
a
r
tの
著
書

••Kingship 

"
 (
O
x
f
o
r
d
 University Press 1
9
2
7
)

を
読
む
機
会
を
得

た
。
彼
は
二
者
の
慣
習
。
＾
ク
ー
ン
の
類
似
を
も
っ
て
安
易
に
そ
れ
を
伝
幡
し

た
、
と
断
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
が
外
見
の
特
徴
ば
か
り
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
今
日

の
解
剖
学
を
知
ら
な
か
っ
た
時
代
の
古
い
動
物
学
の
進
歩
ほ
ど
の
も
の

さ
え
、
決
し
て
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
言
葉
は
、
私
が
拙
い
言
葉
を
連
ね
る
以
上
に
著
者
の
研
究
方
法
を
評
し

得
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
伝
説
の
外
見
が
後
代
の
史
実
に
類
似
し
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
安
易
な
関
係
の
み
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
伝
説

中
の
独
自
な
要
素
の
分
析
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に

「
そ
こ
に
伝
幡
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
問
題
と
す
べ
き

ほ
、
現
今
さ
わ
が
れ
て
い
る
類
似
し
た
様
相
の
か
な
た
に
存
在
し
て
い
る
。
」

と
述
ぺ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
著
者
の
問
題
意
識
が
単
な
る
記
載
様
式
の

類
似
に
目
を
奪
わ
れ
る
の
で
ほ
な
く
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、

そ
れ
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
伝
説
中
の
氏
族
伝
承
的
要
素
の
分
析
に
及
ん

で
い
る
こ
と
に
付
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

◎
 

以
上
、
本
書
の
大
雑
把
な
紹
介
と
拙
い
評
を
書
き
連
ら
ね
た
が
、
日
頃
何

か
と
御
指
導
に
預
っ
て
い
る
著
者
に
対
し
て
、
こ
れ
は
不
遜
な
行
為
で
は
な

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
六
日
、
関
西
大
学
史
学
会
大
会
が
視
聴
覚
教
室
で

開
か
れ
、
次
の
よ
う
な
研
究
会
表
と
特
別
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

〈
研
究
発
表
〉

古
代
総
領
制
の
再
検
討
ー
国
司
制
成
立
の
一
視
点
1

楽
市
楽
座
研
究
に
お
け
る
一
視
点

一
九
三

0
年
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
総
動
員
体
制
の
展

開
ー
「
皇
国
臣
民
化
」
政
策
を
中
心
に
ー

尖
頭
器
イ
ソ
ダ
ス
ト
リ
ー
の
発
生
に
つ
い
て

奈
良
朝
末
期
に
於
け
る
銭
貨
対
策

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
け
る
伊
和
大
神
伝
承
に
つ

い
て

ド
イ
ツ
・
ハ
ソ
ザ
以
前
の
北
欧
商
業

熊
沢
蕃
山
の
経
世
論

食
生
活
と
野
生
地
下
茎
類

ウ
ス
マ
ー
ソ
の
コ
ー
ラ
ソ
結
集
に
関
す
る
問
題

弥
生
時
代
後
期
土
器
器
種
構
成
に
関
す
る
ニ
・
三
の

問
題

『
月
山
叢
談
』
に
み
え
る
葡
萄
牙
人
の
中
国
来
航

「
住
吉
大
社
神
代
記
」
に
つ
い
て

摂
津
国
と
高
一
族
ー
建
武
年
間
に
お
け
る
I

〈
特
別
講
演
〉
中
世
の
堺

西

川

卓

志

福

田

和

則

酒

井

敏

行

茨

木

一

成

泉
団
澄
一
教
授

宮河遊小石

崎 田佐西田

正智教陽淳

直子寛子子

森山増

口田

明卓順

彦也計

播中

磨西

良正

紀和

い
か
と
思
い
つ
つ
も
、
こ
れ
も
責
務
と
思
い
切
っ
た
次
第
で
あ
る
。
何
卒
御

容
謝
願
い
た
い
。
な
お
最
後
に
、
本
書
に
よ
っ
て
、
従
来
史
料
と
し
て
扱
う

こ
と
に
苦
慮
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
伝
説
の
性
格
が
か
な
り
判
明
し
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伝
説
を
史
料
に
用
い
た
古
代
史
研
究
が
、
今
後
盛

ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
予
言
的
一
言
を
付
し
て
お
き
た
い
。
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