
天
保
の
.改
革
令
と
義
人
輝
度

役
者
は
何
匹
'
大
夫
は
何
人

多
く
の
操
り
座
を
眼
下
に
見
て
､
ず
ん
ず
ん
と
.深
い
地
盤
の
上
に
根
を
据
ゑ
て
行
く
文
楽
座
は
,
日
雇
に
市

中
の
入
寮
も
高
ま
り
三
並
涯
な
成
長
を
頼
け
つ
～
あ
つ
た
が
'
そ
れ
も
四
五
年
の
こ
と
で
､
こ
～
に

1
頓
挫
を

束
す
べ
き
出
来
と
と
が
到
来
し
た
O
.
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
と
有
名
を
天
保
十
三
年
の
大
改
革
で
あ
る
｡
硬
骨
水

野
越
前
守
は
'
歌
舞
伎
芝
居
'
操
れ
芝
居
､
俳
優
'
太
夫
､
人
形
遭
ひ
二

二
昧
線
弾
き
､
嘩
子
方
､
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
蛮
人
融
合

へ
射
し
て
､
風
紀
振
常
の
名
の
下
に

1
大
鏡
槌
を
加
へ
た
の
で
あ
る
C
そ
の
改
革
令
或
は
禁

令
は
同
年
四
月
五
月
七
月
の
三
度
に
捗
っ
て
'
そ
れ
は
そ
れ
は
厳
酷
苛
寮
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
O
文
楽
座

は
そ
の
五
月
の
禁
令
､
即
ち
赦
寺
境
内
に
於
け
る
芝
居
興
行
龍
-
成
ら
ぬ
P
の
都
に
入
っ
て
'
せ
っ
か
く
築
き

上
げ
た
地
盤
も
物
か
は
､
直
ち
に
櫓
某
を
巻
い
て
稽
荷
の
境
内
か
ら
退
散
し
､
其
後
は
験
儀
な
く
市
之
側
や
若

太
夫
の
芝
居
そ
の
他
を

一
時
借
-
し
て
噂

々
と
し
て
功
裡
す
る
よ
-
他
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
と
同
じ
厄
難
に
遇
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っ
た
の
が
御
璽
社
内
の
芝
居
だ
か
ら
､
大
阪
中
で
の
こ
る
と
こ
ろ
'
道
頓
堀
で
は
竹
田
と
若
太
夫
'
北
堀
江
市

之
側
.
天
満
大
工
町
荒
木
'
北
の
新
地
P
と
都
合
五
ヶ
所
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

(文
楽
時
々

)

の
状
は
後
に
述
べ
る
)
.

以
上
は
操
-
座
と
し
て
直
接
蒙
っ
た
影
響
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
蛮
人
敢
曾
に
及
ぼ
し

た
影
響
に
つ
い
て
見
る
と
'
そ
れ
は
そ
れ
は
賓
に
惨
渡
た
る
光
景
で
あ
る
.

.TC
と
よ
-
蛮
人
融
合

へ
封
す
る
其

筋
の
禁
令
と
い
ふ
も
の
は
､
河
原
乞
食
と
卑
し
め
ら
れ
を
が
ら
王
侯
の
賓
を
壷
し
て
ゐ
る
元
藤
頃
の
役
者
蓮
に

屡

々
下
っ
て
ゐ
た
が
'
多
く
は
表
面
的
の
も
の
で
､
そ
の
脊
役
人
の
目
の
光
ら
ぬ
虞
で
は
公
然

の
秘
密
で
犯
別

が
つ
ゞ
け
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
だ
が
'
今
度
の
は
夜
か
夜
か
そ
ん
を
手
温
い
も
の
で
は
な
く
､
平
生
の
私
生
活
に

I

ま
で
立
ち
入
っ
て
厳
重
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
｡
四
月
の
改
革
令
で
は
､
歌
舞
伎
芝
居
の
衣
裳
道
具
其
他

一
切

華
美
の
物
を
用
ふ
る
を
許
さ
れ
を
い
t
と
い
ふ
こ
と
に
な
-
'

ち
ゃ
う
ど
其
時
大
阪
で
は
道
頓
堀
Llll座
の
内
､

大
西
の
芝
居
だ
け
が
滞
り
開
演
中
で
あ

っ
た
の
で
'
此
興
行
終
る
ま
で
と
歎
願
し
た
が
そ
れ
も
許
さ
れ
な
い
の

で
'
急
に
道
具
を
壁

へ
る
衣
裳
を
改
め
る
の
大
混
軸
'
木
綿
物
に
摺
箔
'
染
込
を
ど
を
し
て
や
つ
と
禁
令
の
趣

旨
に
合
は
し
た
な
ど
と
い
ふ
例
が
あ
る
｡
ま
た
七
月
十
五
日
附
で
出
た
禁
令
は
更
に
苛
酷
で
'
-
-
∴
-
-
太

/

夫
役
者
等
諸
蛮
人
は
'
芝
居
以
外
に
於
て
は
'
平
日
曹
凶
と
7;
に
祷
袴
を
着
用
し
,
雪
駄
高
下
駄
を
穿
つ
こ
と

を
禁
じ
'
役
者
は
寒
暑
と
も
に
往
来
す
る
に
は
必
ず
編
笠
を
被
ら
し
め
'

1
枚
草
暖
を
穿
つ
べ
し
､
浄
瑠
璃
太
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夫
の
肩
衣
は
蹴
神
に
限
り
'
叉
人
形
遭
ひ
近
来
身
分
を
忘
れ
､
出
遣
わ
に
白
粉
を
面
て
に
塗
り
俳
優
等
と
同
じ

く
婦
人
に
婚
び
男
娼
同
様
の
振
舞
ひ
厳
重
に
憤
し
む
べ
し
'
そ
の
他
町
人
同
棲
の
生
活
を
な
す
べ
か
ら
ず
｡
･･･

･････････-
こ
れ
で
は
ま
る
で
犬
猫
に
劣
っ
た
扱
ひ
だ
､
け
れ
ど
も
何
と
云
つ
て
も
幕
府
の
察
令
だ
致
し
方
が
な

い
｡
哀
れ
や
昨
日
ま
で
'
錦
や
頼
子
に
包
ま
れ
て
駕
を
飛
ば
し
た
立
役
者
も
､
満
都
の
子
女
を
儒
殺
し
て
芝
居

果
て
の
裏
木
戸
に
､
振
袖
野
郎
帽
子
の
艶
色
を
見
せ
た
女
形
も
､
今
日
か
ら
は
尻
切
れ
草
履
に
各
編
笠
と
い
ふ

見
蜜
ら
し
さ
.
東
都
の
市
川
海
老
寂
が
'
舞
蜜
に
異
物
の
具
足
を
用
ひ
'
高
僧
改
印
寵
を
用
ひ
た
璃
め
に
江
戸

追
放
と
い
ふ
大
災
厄
に
遇
つ
た
の
も
此
時
で
あ
る
｡
道
頓
堀
其
他
三
ヶ
所
に
居
宅
を
横

へ
､
米

1
石

1
両
と
い

ふ
時
の
相
場
に
年
費
三
千
両
と
い
ふ
豪
者
を
生
活
を
し
た
梅
玉
中
村
歌
右
衛
門
が
孔
明
さ
れ
'
そ
の
他
中
村
富

十
郎
､
芝
衝
､
我
童
等
繕
々
と
諸
費
や
そ
の
他
の
虞
分
を
受
け
て
ゐ
る
｡
そ
れ
等
は
な
ほ
親
方
に
よ
れ
ば
脊
惨

を
頼
む
る
こ
と
だ
か
ら
或
は
富
鉱
だ
と
も
云
ひ
得
ら
れ
る
.
だ
が
こ
～
に
も
う

一
つ
個
人
の
生
存
権
に
ま
で
立

入
っ
た
大
間
越
が
あ
る
.
郎
ち
こ
れ
等
の
垂
人
達
が
､
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る
こ
と
が
出
束
な

い
と
云
ふ
禁

令
で
あ
る
O
随
分
乱
暴
な
請
だ
､
EE
畑
土
地
家
屋
す
べ
て
を
所
有
す
る
.J
と
を
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
而
か

も
彼
等

の
住
居
は
導
畷
堀

1
胤
を
限
っ
て
､
其
他
の
土
地
に
住
居
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
t
か
う
な
る
と
殆
ど

人
橋
問
題
だ
'
け
れ
ど
も
昔
時

の
習
慣
と
し
て
や
は
り
泣
く
子
と
地
頭
に
は
勝
た
れ
ぬ
と
い
ふ
諺
ど
ほ
-
'
盲
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従
す
る
よ
-
他
に
手
段
は
無
か
つ
た
｡

か
さ
へ
つ
け
る
者
も
'
か
さ

へ
つ
け
ら
れ
る
者
も
'
こ
れ
が
普
然
だ
と
云
つ
た
や
う
に
'
た
ゞ
成
行
に
せ
か

し
て
ゐ
た
封
建
制
度
の
か
う
し
た
唯
中
に
､
た
っ
た

1
人
へ
ホ
ン
の
唯

1
人
､
非
違
非
法
を
る
此
命
令
に
煉
ら

ず
と
し
て
'
反
抗
の
気
勢
を
上
げ
た
快
男
子
が
あ
る
｡
そ
も
そ
も
そ
れ
は
誰
れ
な
の
だ
ら
う
｡

通
稀
百
貫
の
安
兵
衛
'
と
い
ふ
と
如
何
に
も
町
奴
か
顔
役
の
ヤ
う
に
聞
え
る
が
､
音
は
三
代
目
竹
本
筆
太
夫

と
い
ふ
利
か
ぬ
気
の
男
で
あ
る
.
初
代
輔
太
夫
の
門
人
で
昔
時
浄
瑠
璃
界
の
静
々
た
る
立
物
の

1
人
'
舞
書

の

技
価
は
云
は
ず
も
あ
れ
'
近
松
撃
吉
堂
と
合
作
で

『
浄
瑠
璃
大
系
固
』
三
食
を
著
は
し
て
ゐ
る
ほ
ど
の
斯
道

の

考
葺
単
著
で
､
相
昔
の
見
識
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
己
が
頭
上
に
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
禁
令
が
出
て
ゐ
る
と

は
知
ら
ず
に
筆
太
夫
は
､
そ
の
頃
伊
勢
古
市
の
近
適
を
巡
業
し
て
歩
い
て
ゐ
た
が
､
宴
危
篤
の
報
知
に
も
'
車

道
大
事
と
蹄
ら
う
と
も
し
夜
か
つ
た
と
こ
ろ

へ
'
今
度
の
禁
令
に
つ
い
て
大
阪
の
仲
間
か
ら
の
急
報
に
接
し
た

の
で
､

コ
レ
ハ
斯
道
の

1
大
事
と
急
速
蹄
宅
'
勿
々
族
装
を
も
解
か
ず
其
ま
＼
の
姿
で
'
と
り
あ

へ
ず
町
内
の

年
寄

(嶋
之
内
岩
田
町
今
の
束
清
水
町
)
綿
屋
竺

二
郎
方

へ
駈
け
つ
け
た
｡
そ
こ
で
主
人
の
竿
三
郎
に
食
っ
て
､

か
う
云
つ
て
み
た
｡

F
今
度
諸
蛮
人
盛
が
家
屋
田
畑
を
所
有
す
る
こ
と
が
佃
束
を
い
と
い
ふ
お
布
令
が
出
た
ら
し

い
､
賓
は
私
は
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旗

へ
出
て
ゐ
て
今
締
っ
た
ば
か
-
'
そ
の
事
書
は
知
ら
を
い
が
､
外
の
垂
人
達
は
い
ざ
知
ら
ず
､
我
々
太
夫
ま

で
そ
の
禁
令
を
受
け
る
と
い
ふ
の
は
ど
う
も
可
笑
し
い
｡
こ
れ
は
必
つ
と
何
か
の
間
違
ひ
で
は
を
い
で
せ
う
か
､

現
に
先
年

(天
保
二
年
二
月
)
安
治
川
の
新
山
御
再
興
の
時
､
中
村
梅
玉
が
御
冥
加
金
を
願
束

た
が
却
下
さ
れ

て
､
我
々
太
夫
等

1
続
か
ら
御
願
ひ
し
た
の
は
早
速
に
瑚
き
ず
み
と
な
-
､
銀
十
枚
納
め
た
こ

と
は
､
あ
を
た

も
御
存
じ
の
事
と
思
ふ
､
い
っ
た
い
我
々
浄
瑠
璃
太
夫
は
昔
か
ら
武
士
同
然
の
扱
抄
を
受
け
て
ゐ
る
ば
か
り
か
'

濃
く
も
禁
裏
か
ら
許
さ
れ
て
官
名
を
受
額
す
る
程
の
も
の
で
'
以
前
か
ら
家
屋
田
畑
を
所
有
し
て
ゐ
る
者
は
可

夕を
り
多
い
.
或
は
此
禁
令
を
俸
達
す
る
も
の
が
解
樺
を
間
違

へ
て
ゐ
る
の
か
も
解
ら
夜
い
が
､
と
-
あ

へ
ず

1

度
上

へ
お
伺
ひ
下
さ
い
』

ぼ
ん
や
り
と
突
っ
込
ん
で
出
た
｡
平
三
郎
は
'
■

『
今
度
の
禁
令
は
､
な
か
な
か
そ
ん
な
事
硬
い
の
で
は
な
い
竹
ら
､
元
よ
り
間
違
ひ
な
ど
の
あ
ら
う
筈
が
な

い
､
獣
っ
て
辛
抱
し
て
麿
い
て
は
何
う
か
』
と
云
つ
た
風
に
筆
太
夫
を
な
だ
め
て
か
ゝ
ら
う
と
す
る
容
子
で
あ

っ
た
が
､
筆
太
夫
は
何
う
も
太
夫
と
い
ふ
位
置
の
も
の
が
さ
う
ま
で
虐
待
を
受
け
る
薄
が
無
い
と
い
ふ
虻
で
あ

っ
た
か
ら
､
な
か
な
か
屈
服
し
な
い
｡
そ
の
日
い
け
ね
ば
翌
日
､
翌
日
い
け
ね
ば
ま
た
そ
の
翌
日
と
い
ふ
風
に

根
気
強
く
戦
っ
た
｡
彼
は
飽
く
ま
で
太
夫
の
権
威
と
い
ふ
も
の
を
維
持
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
筆
太
夫
が
誠
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意
を
も
っ
て
す
る
猛
烈
熱
心
な
運
動
に
は
通
が
の
平
三
郎
も
蓮
に
こ
れ
を
組
年
寄
ま
で
蓮
せ
ざ
る
を
鱒
な
か

っ

た
｡
線
年
寄
は
ヤ
満
て
奉
行

へ
連
れ
を
進
達
し
た
｡
日
な
ら
ず
七
月
二
十

昔

'
西
町
華

付
阿
部
遠
江
守
か
ら

這

太
夫
役
者
そ

の
他
芝
居
軸
係
者

の
こ
ら
ず
出
盛
す
べ
L
と
い
ふ
達
し
が
あ
っ
た
.

1
同
は
今
日
の
宣
告
が
果
し

て
ど
ん
な
も
の
か
と
の
艶
々
鋭
々
と
し
て
罷
り
出
た
｡
阿
部
遠
江
守
は

1
伺

へ
か
う
言
ひ
渡
し
た
｡

1
､
歌
舞
伎
役
者

の
者
は
道
頓
堀
八
｢
町
の
内
住
居
に
限
り
人
形
遭
ひ
同
様
の
皐
'
浄
瑠
璃
語
り
の
太
夫

の

儀
は
こ
れ
迄
通
り
家
屋
敷
田
地
捌
畑
等
買
求
め
偉
共
差
楢

へ
無
之
事
o

拳
太
夫
の
意
志
は
見
事
に
嘗
徹
し
た
の
で
あ
る
'
こ
れ
が
鳩
め
に
生
蓮
世
の
中
か
ら
葬
-
去
ら
れ
よ

う

と
し

た
浄
瑠
璃
太
夫
の
権
威
は
完
全
に
支

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
'
安
に
斯
界
に
と
つ
て
の
大
き
な
効
績
を
の
こ
し
た

の
で
あ

っ
た
｡

な
は
塾
太

夫
は
古
確
か
ら
此
事
件
沓
時
ま
で
の
浄
瑠
璃
舶
係
者

の
所
有
屋
敷

の
魔
え
書
を
奉
行
所

へ
捉
出
し

て
ゐ
る
･
其
下
書
き
の
輩
太
夫
自
尊
の
も
の
を
私
の
家
に
樽

へ
て
ゐ
る
'
こ
れ
は
好
歯
の
資
料

で
あ
る
か
ら
こ

こ
へ
略
記
し
て
置
く

r

l
､
太
夫
三
味
線
家
持
之
衆
叫
魔

日
本
橋
南
藷
坂
町
行
皆
-

(
日
本
確
筋

一
丁
日
)

竹

本

筑

後

操



同

所

(
筑
後
操
と
合
壁
)

堺
筋
簡
防
町
南

へ
人

心
粛
横
筋
大
丸
南
の
町

(周
防
町
商
人
)

道
頓
堀
太
左
衛
門
棟
北
詰

(演
よ
り
少
し
北
)

鴫
之
内
周
防
町
御
堂
筋
西
入

同

八
幡
簡
心
斎
橋
西
入

盤
町
通
佐
野
屋
横
束
入

嶋
之
内
清
水
町
筋
三
体
橋
西
入

梶
木
町
鍵
屋
横
筋

北
堀
江
下
通
四
丁
目

(阿
禰
陀
池
南
筋
角
)

西
京
猪
熊
悌
光
寺
上
ル
町

同
上
長
者
町
松
屋
町
下
ル

立
責
堀
北
通
1
丁
目

(槌
療
筋
商
人
)

嶋
之
内
清
水
町
畳
屋
町
西
入

二
代
員

三
代
目

二
代
員

二
代
目

三
代
目

二
代
員

竹

組

豊

竹

越

工
馴

竹

本

大

竹

本

筑

前

豊

竹

嶋

豊

竹

駒

竹

本

政

出

竹 豊

本 一骨

豊

竹

竹

本

野

揮

鶴

鐸

竹

本

内
青 鯛 此 染 此

太 太 太 太 太 少 和 少

挨 接 操 書夫夫夫夫夫

太

夫

太

夫

兵

衛

寛

治

匠

太

夫
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北
新
地
二
丁
目

嶋
之
内
湧
水
町
三
体
橋
筋
商
人
北
側

西
京
三
傑
橋
東
櫓
の
木
町

(大
菱
屋
)

嶋
之
内
岩
田
町

塵
町
通
心
斎
橋
協
商
入
南
側

嶋
之
内
御
堂
簡
鰻
谷
角

北
新
地
三
丁
目

天
王
寺
村
河
堀
口
宮
町

右
為
後
日
之
書
印
者
置
也

天
保
十
三
年
壬
寅
八
月

初

代

三
代
目

三
代
目

五
代
日

価竹竹竹竹

本

禰

太

五
代
日

三
代
目

豊 竹

本

播

磨

本

納

本

肇

本

政

本

任

大太 太

竹

此

太 太 太

夫 夫 夫 克 夫 珠 美

H6

竹

本

長

門

太

夫

竹

本

筆

太

夫

天
保
の
大
改
革
は
斯
-
の
如
-
諸
老
人
に
は
恐
ろ
し
い
爆
弾
投
下
で
あ
っ
た
が
'
太
夫
側
に
と
つ
て
は
禰
襲

じ
て
華
ひ
と
な
っ
た
形
で
､■
こ
れ
が
填
め
に
却
っ
て
俸
耗
的
に
享
有
し
て
ゐ
る
太
夫
の
権
威
が
確
立
し
た
わ
け

で
あ
る
.

さ
う
し
て
他
の
諸
蛮
人
に
比
し
て
特
殊
の
見
解
を
以
て
迎

へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
も
は
つ
き
れ
と
解
っ

た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
奉
行
所
に
於
て
昔
時
の
垂
人
達
が
ど
う
い
ふ
風
に
故
は
れ
た
か
と
い
ふ
の
に
､
太
夫



は
縁
側
の
夜
間
に
輿
力
同
心
に
次
い
で
着
座
L
t
役
者
そ
の
他
は
す
べ
て
白
洲
の
砂
上
に
下
座
し
た
｡
そ
れ
か

ら
も
う

一
つ
甚
L
Js
差
別
は
'
太
夫
や
役
者
を
呼
び
立
て
る
の
に
'
太
夫
の
方

へ.は

r
竹
本
輩
太
夫
外
何
人
｣

と
呼
び
上
げ
る
切
に
反
し
て
'
役
者
達
の
方

へ
は

『
中
村
歌
有
衝
門
外
何
匹
』
と
呼
び
捨

てた
の
で
あ
る
｡
如

何
に
投
と
は
云
ひ
夜
が
ら
､
畜
類
同
然
に
何
匹
と
は
殆
ん
ど
日
本
の
園
に
有
っ
た
出
束
事
と
は
思
は
れ
を
い
く

ら
ゐ
で
あ
る
'
而
か
も
事
賓
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
｡
勿
論
誰

1
人
異
鼓
を
稀

(,
る
も
の
を
ど
は
夜
か
つ
た
の
だ

か
ら
泰
平
を
も
の
だ
p
何
匹
と
S
ふ
蛮
人
蓮
と
何
人
と
云
は
れ
る
太
夫
と
は
殆
ど
同
日
の
談
で
は
を
い
.
今
度

の
事
件
に
し
て
も
筆
太
夫
の
熱
誠
が
よ
く
効
を
奏
し
た
の
は
勿
論
だ
が
､
元
来
太
夫
優
勢

の
俸
続
的
算
額
が
無

け
れ
ぽ
こ
の
運
動
が
か
う
見
事
に
勝
を
制
す
る
筈
が
な
い
｡
然
ら
ば
古
来
何
が
故
に
同
じ
蛮
人
で
あ
り
な
が
ら
'

太
夫
に
限
つ
て
か
う
い
ふ
優
越
権
が
輿

へ
ら
れ
て
あ
る
の
か
'
こ
れ
は
を
か
な
か

1
朝

1
夕

の
こ
と
で
は
を
く
'

い
ろ
い
ろ
を
原
因
理
由
も
あ
る
が
'
特
に
上
方
に
於
て
太
夫
達
の
位
置
が
優
過
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
､
ひ
と

へ
に

禁
裏
の

1
万
な
ら
ぬ
御
愛
寵
と
庇
護
と
に
因
る
の
だ
と
云
っ
て
よ
い
｡
従
っ
て
古
束
太
夫
そ
の
も
の
が
如
何
に

人
格
的
で
あ
っ
た
か
'
百
姓
下
腹
の
出
身
た
る
義
太
夫
で
さ
へ
も
ー
殆
ど
そ
の
生
涯
は
武
士
に
等
し
S
厳
格
な

る
節
制
を
も
っ
て
斯
道
を
大
成
せ
し
め
て
ゐ
る
｡

慶
長
元
和
の
大
阪
陣
が
終
っ
た
後
の
こ
と
､
か
う
い
ふ
大
戦
乱
後
の
常
と
し
て
､
大
阪
市
中
に
は
大
阪
陣
の

ぷ己7



残
麓
や
津
山
な
浪
人
共
が
､
自
尊
横
行
滴
歩
し
て
､
掠
奪
を
窓
に
し
､
斬
取
り
強
盗
の
類
は
随
時
随
所
に
起
-
､

い
か
に
良
民
が
困
窮
し
た
か
わ
か
ら
な
い
｡
幕
府
の
沓
局
も
こ
の
取
締
り
に
は
通
が
に
手
を
焼
い
て
困
っ
て
し

ま
っ
た
が
､
さ
て

一
旦
平
和
に
蹄
し
た
以
上
'
彼
等
を
悉
く
罪
科
に
虞
す
る
も
策
の
禅
た
る
も
の
で
は
な
い
'

所
詮
は
糊
口
に
窮
し
て
の
結
果
に
働
く
慈
事
な
の
だ
か
ら
､
寧
ろ
彼
等
を
救
済
す
る
に
如
く
は
な
い
と
t
か
う

い
ふ
解
樺
の
も
と
に

1
種
の
敢
禽
政
策
を
と
る
こ
と
に
な
り
､
彼
等
を
召
喚
詮
諭
し
て
､
自
活
の
蓮
を
輿

へ
よ

う
と
し
た
｡
そ
の

一
つ
の
方
法
は
'
昔
時
大
阪
城
要
害
の
薦
め
に
十
七
ヶ
所
に
設
け
ら
れ
た
外
廓
の
櫓
が
あ
る
'

こ
ゝ
の
番
人
と
し
て
彼
等
磯
煮
や
浪
人
共
を
収
容
す
る
こ
と
を
案
出
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
等
と
て
も
好
ん
で
藤

盗
ヤ
過
剰
を
働

い
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
'
結
局
先
づ
救
は
れ
る
方
へ
従
ふ
の
が
人
情
､
や
が
て
其

の
方

へ
多
く
の
人
数
の
片
が
つ
い
た
｡
虞
が
彼
等
と
て
も
毎
日
無
為
に
日
を
去
っ
て
ゐ
る
諸
に
は
行
か
な
い
'

多
少
な
り
と
も
生
活
の
桜
を
補
は
ね
は
在
ら
ぬ
と
い
ふ
考

へ
を
超
し
た
､
そ
こ
で
人
形
操
-
の
興
行
を
す
る
こ

と
を
願
ひ
出
た
｡
も
と
よ
り
興
行
と

い
ふ
ほ
ど
の
大
袈
裟
を
も
の
で
夜
く
､
櫓
の
あ
た
-
を
通
り
か
ゝ
る
人

々

に
見
せ
る
程
度

の
も
の
で
云
は
ゞ
大
道
車
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
'
勿
論
こ
れ
は
聞
届
け
ら
れ
た
｡
そ
こ
で
そ

の
頃
流
行
の
西
の
宮
の
悦
偽
師
を
呼

ん
で
人
形
凍
り
の
練
習
を
始
め
た
が
'
こ
れ
だ
け
で
は
も
の
に
な
ち
ぬ
と

l

こ
ろ
か
ら
､
今
度
は
叉
浄
瑠
璃
太
夫
を
呼
び
迎

へ
て
操
-
芝
居
を
し
た
い
と
層
け
出
た
が
こ
れ
も
許
さ
れ
､
有
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名
な
薩
摩
次
郎
右
衛
門

(後
に
江
戸

へ
出
た
浄
書
)
に
命
じ
て
同
人
を
線
附
人
と

い
ふ
こ
と
に
し
て
'

十
七
ヶ

所
の
櫓
下
興
行
を
統
宰
さ
せ
た
｡
そ
こ
で
各
々
の
櫓
の
下
の
通
路
を
椴
の
舞
蓋
と
し
て
､
操
り
浄
瑠
璃
の
興
行

が
出
凍
る
こ
と
に
怒
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
で
浪
人
共
も
や
う
ヤ
う
完
全
を
生
業
を
得
た
こ
と
に
在
る
｡
1而
し

て
そ
の
櫓
下
に
は

F
線
附
人
薩
摩
次
郎
右
衛
門

B
の
名
を
配
し
た
額
を
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
即
ち
櫓
下
に

掘
る
人
は
官
許
の
附
人
で
あ
っ
て
'

1
介
の
轟
人
で
は
な
い
と
云
ふ
健
式
を
持
た
せ
た
薄
で
'
.い
か
に
次
郎
右

衛
門
の
櫓
下
が
威
張
っ
た
地
位
に
置
か
れ
た
か
ゞ
わ
か
る
｡
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
も
太
夫
が
武
士
と
同
然
の
階

級
に
潜
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
葬
る
｡
浄
瑠
璃
道
に
今
も
頗
る

r
櫓
下
』
の
名
辞
は
即
ち
こ
～

に
由
束
す
る
の
だ
が
'
後
代
義
太
夫
の
意
園
に
よ
っ
て
'
始
め
て
名
字
共
に
備
は
っ
た
権
威
あ
る

r
櫓
下
』
が

I

制
定
さ
れ
た
わ
け
な

の
で
あ
る
.
こ
の

一
例
は
太
夫
が
他
の
蛮
人
と
臭
っ
た
優
越
な
融
合
的
位
置
を
夙
く
に
占

め
て
ゐ
た
と
,い
ふ
'
史
的
資
料
の

一
つ
と
し
て
附
記
し
た
わ
け
で
あ
る
｡




