
御
成
敗
式
目
【
引
用
元
　
→
文
末
に
記
載
】

第
一
条

  

一
、
神
社
を
修
理
し
、
祭
祀
を
専
ら
に
す
べ
き
事

　
　
右
、
神
は
人
の
敬
ひ
に
よ
つ
て
威
を
増
し
、
人
は
神

の
徳
に
よ
つ
て
運
を
添
ふ
。
然
れ
ば
則
ち
恒
例
の
祭
祀
は

り
ょ
う
い

陵
夷
（
＝
衰
退
）
を
致
さ
ず
、

に
ょ
ざ
い

如
在
（
＝
神
を
祭
る
）

 

の
れ
い
て
ん

礼
奠
（
＝
供
物
）
は
怠
慢
せ
し
む
る
な
か
れ
。
こ
れ
に

よ
つ
て
関
東
御
分
の
国
々
な
ら
び
に
庄
園
に
於
て
は
、
地

頭
神
主
ら

お
の
お
の

各

そ
の
趣
を
存
し
、
精
誠
を
致
す
べ
き
な
り
。

兼
て
ま
た

う
　
ふ

有
封
（
＝
封
戸
の
あ
る
）
の
社
に
至
つ
て
は
、

代
々
の
符
（
＝
太
政
官
符
）
に
任
せ
、
小
破
の
時
は

か
つ
が
つ

且

修
理
を
加
へ
、
も
し
大
破
に
及
び
子
細
を
言
上
せ
ば
、
そ

の
さ
　
う

左
右
（
＝
状
況
）
に
随
て
そ
の
沙
汰
（
＝
指
示
）
あ
る

べ
し
。

 

第
二
条

 

一
、
寺
塔
を
修
造
し
、
仏
事
等
を
勤
行
す
べ
き
事

　
　
右
、
寺
社
異
な
る
と
雖
も
崇
敬
こ
れ
同
じ
。
よ
つ
て

修
造
の
功
、
恒
例
の
勤
め
、
宜
し
く
先
条
に
准
じ

こ
う
か
ん

後
勘

（
＝
後
日
の
咎
め
）
を

ま
ね招

ぐ
こ
と
な
か
る
べ
し
。
但
し

ほ
し
い
ま
ま

恣

 

に
寺
用
を
貪
り

(

＝
私
用
に
回
し
て
）
、
そ
の
役

を
勤
め
ざ
る
の
輩
に
於
て
は
、
早
く
彼
の
職
を
改
易
せ
し

む
べ
し
。

 

第
三
条

  

一
、
諸
国
守
護
人
奉
行
（
＝
守
護
の
権
限
）
の
事

　
　
右
、
右
大
将
家
の
御
時
定
め
置
か
る
ゝ
所
は
、
大
番

（
＝
京
都
の
警
備
）
催
促
、
謀
叛
、
殺
害
人
〈
付
、
夜
討
、

強
盗
、
山
賊
、
海
賊
〉
（
＝
承
久
の
乱
の
後
に
付
け
加
へ

ら
れ
た
）
等
の
事
な
り
。
し
か
る
に
近
年
に
至
り
て
代
官

を
郡
郷
に
分
補
（
＝
任
命
）
し
、
公
事
（
＝
年
貢
以
外
の

雑
税
や
賦
役
）
を
庄
保
（
＝
荘
園
と
保
つ
ま
り
国
衙
領
）

に
宛
て

お
ほ課

（
＝
課
税
）
せ
、
国
司
に
非
ず
し
て
国
務
（
＝



国
の
支
配
権
）
を
妨
げ
、
地
頭
に
非
ず
し
て
地
利
を
貪
る

（
＝
国
司
や
地
頭
の
権
限
を
奪
つ
て
ゐ
る
）
。
所
行
の
企

て
甚
だ
以
て
無
道
な
り
。

　
　
そ
も
そ
も
重
代
の
御
家
人
（
＝
在
地
領
主
）
た
り
と

雖
も
、
当
時
（
＝
現
在
）
の
所
帯
（
＝
領
地
）
無
き
者
は
、

か
け
も
よ
ほ

駆
催
（
＝
大
番
役
）
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
兼
て
ま
た
所
々

の
下
司
（
＝
荘
園
の
管
理
人
、
多
く
は
武
士
で
あ
る
。
領

所
・
領
家
が
上
司
）
庄
官
以
下
、
そ
の
名
を
御
家
人
に
仮

り
て
（
＝
御
家
人
を
自
称
し
て
）
、
国
司
領
家
（
＝
荘
園

領
主
）
の
下
知
と
対
捍
（
＝
対
抗
）
す
と
云
々
。
し
か
る

如
き
の
輩
は
、
守
護
役
（
＝
大
番
役
）
を
勤
む
べ
き
の

よ
し由

た
と
へ
望
み
申
す
と
雖
も
一
切
催
（
＝
採
用
）
を
加
ふ
べ

か
ら
ず
。

　
　
早
く
右
大
将
家
御
時
の
例
に
任
せ
、
大
番
役
な
ら
び

に
謀
叛
殺
害
の
外
、
守
護
の
沙
汰
（
＝
権
限
）
を
停
止
せ

し
む
べ
し
。
も
し
こ
の
式
目
に
背
き
自
余
の
事
に
相
交
る

者
、
或
は
国
司
領
家
の
訴
訟
に
よ
り
、
或
は
地
頭
土
民
の

愁
鬱
（
＝
愁
訴
）
に
つ
き
、
非
法
の
至
り
顕
然
た
る
者
は
、

所
帯
の
職
を
改
め
ら
れ
穏
便
の

と
も
が
ら

輩

を
ほ

補
（
＝
任
命
）
す

べ
き
な
り
。
ま
た
代
官
に
至
つ
て
は

い
ち
に
ん

一
人
を
定
む
べ
き
な

り
。

 

第
四
条

  

一
、
同
じ
く
守
護
人
、
事
の
由
を
申
さ
ず
、
罪
科
の
跡

（
＝
罪
人
の
所
有
物
）
を
没
収
す
る
事

　
　
右
、
重
犯
の
輩
出
来
の
時
は
、

す
べ
か
ら

須

く
子
細
を
申
し

さ
　
う

左
右
（
＝
指
示
）
に
随
ふ
べ
き
の
と
こ
ろ
、
実
否
を
決
せ

ず
、
軽
重
を

た
だ糺

さ
ず
、

ほ
し
い
ま
ま

恣

に

 

罪
科
の
跡
と
称
し
て
私

に
没
収
せ
し
む
る
の
条
、
理
不
尽
の
沙
汰
甚
だ
自
由
の
奸

謀
（
＝
奸
計
）
な
り
。
早
く
そ
の
旨
を
注
進
し
、
宜
し
く

裁
断
を
蒙
る
べ
し
。
な
ほ
以
て
違
犯
す
る
者
は
罪
科
に
処

せ
ら
る
べ
し
。

　
　
次
に
、
犯
科
人
（
＝
罪
人
）
の
田
畠
在
家
な
ら
び
に

妻
子
資
財
の
事
。
重
科
の
輩
に
於
て
は
守
護
所
（
守
護
の

役
所
）
に
召
し
（
＝
逮
捕
、
以
下
多
く
の
場
合
同
じ
）
渡



す
と
雖
も
、
田
宅
妻
子
雑
具
に
至
つ
て
は
付
け
渡
す
に
及

ば
ず
。
兼
て
ま
た
同
類
（
＝
共
犯
者
）
の
事
。
た
と
へ
白

状
（
＝
自
白
書
面
）
に
載
す
る
と
雖
も
、
財
物
（
＝
盗
品

の
現
物
）
無
く
ば
更
に
沙
汰
の
限
り
に
非
ず
。

 

第
五
条

  

一
、
諸
国
地
頭
、
年
貢
所
当
（
＝
収
め
る
べ
き
年
貢
）

を
拘
留
（
＝
横
領
）
せ
し
む
る
事

　
　
右
、
年
貢
を
抑
留
す
る
の
由
、
本
所
（
＝
領
主
、
荘

園
の
名
義
人
）
の
訴
訟
有
ら
ば
、
即
ち

け
つ
げ

結
解
（
＝
精
算
）

を
遂
げ
勘
定
（
＝
本
所
が
調
査
結
果
を
記
載
し
た
上
申

 

書
）
を
請
ふ
べ
し
。
犯
用
（
＝
盗
用
）
の
条
も
し
遁
る
ゝ

と
こ
ろ
無
き
者
は
、
員
数
に
任
せ
て
（
＝
数
量
ど
ほ
り
）

こ
れ
を
弁
償
す
べ
し
。
但
し
少
分
た
る
に
於
て
は
早
速
沙

汰
を
致
す
べ
し
。
過
分
に
至
る
者
は
三
箇
年
中
に
弁
済
す

べ
き
な
り
。
な
ほ
こ
の
旨
に
背
き
難
渋
せ
し
む
る
者
は
、

し
よ
し
き

所
職
（
＝
地
頭
職
）
を
改
め
ら
る
べ
き
な
り
。

 

第
六
条

  

一
、
国
司
領
家
（
＝
こ
こ
で
は
本
所
）
の
成
敗
は
、
関

東
御

く
に
ふ

口
入
（
＝
口
出
し
、
介
入
）
に
及
ば
ざ
る
事

　
　
右
、
国
衙
庄
園
神
社
仏
寺
、
本
所
（
＝
荘
園
の
名
義

人
）
の
進
止
（
＝
命
令
）
と
し
て
沙
汰
（
＝
決
定
）
し
来

る
に
於
て
は
、
今
更
御
口
入
に
及
ば
ず
。
も
し
申
す
旨

（
＝
幕
府
に
提
訴
）
あ
り
と
雖
も
敢
て
敘
用
（
＝
採
用
）

す
る
あ
た
は
ず
。

　
　
次
に
、
本
所
の
挙
状
（
＝
推
薦
状
、
裁
判
権
の
幕
府

へ
の
委
嘱
）
を
帯
び
ず
越
訴
（
＝
幕
府
に
よ
る
裁
判
を
不

当
に
要
求
す
る
）
致
す
事
、
諸
国
庄
園
な
ら
び
に
神
社
仏

寺
領
は
本
所
の
挙
状
を
以
て
訴
訟
を
経
べ
き
の
と
こ
ろ
、

そ
の
状
を
帯
び
ざ
る
者
は
、
既
に
道
理
に
背
く

か
歟
（
＝
な

り
。
疑
問
で
は
な
く
強
い
肯
定
）
。
自
今
以
後
成
敗
に
及

ば
ず
。

 

第
七
条



 
一
、
右
大
将
家
以
後
代
々
の
将
軍
な
ら
び
に
二
位
殿

（
＝
北
条
政
子
）
御
時
宛
て
給
は
れ
し
所
領
等
、
本
主

(

＝
旧
主
）
の
訴
訟
に
よ
り
改
補
（
＝
解
任
）
せ
ら
る
ゝ

や
否
や
の
事

　
　
右
、
或
は
勲
功
の
賞
に
募
り
、
或
は

み
や
づ
か
ひ

宮
仕
（
＝
幕
府

へ
の
奉
功
）
の
労
に
よ
つ
て
拝
領
の
事
、
由
緖
（
＝
正
当

性
）
無
き
に
非
ず
。
し
か
る
に
先
祖
の
本
領
（
＝
旧
領

地
）
と
称
し
裁
許
（
＝
勝
訴
）
を
蒙
る
に
於
て
は
、
一
人

た
と
へ
喜
悦
の
眉
を
開
く
と
雖
も
、
傍
輩
（=

御
家
人
）

も
定
め
て
安
堵
の
思
ひ
を
成
し
難
き
歟
。
濫
訴
の
輩
停
止

せ
ら
る
べ
し
。
但
し
、
当
時
（
＝
現
在
）
の
給
人
（
＝
所

有
者
、
知
行
人
）
罪
科
あ
る
の
時
、
本
主
そ
の

つ
い
で

次

（
＝

機
会
）
を
守
り
（
＝
見
定
め
て
）
、
訴
訟
を
企
つ
る
事
は
、

禁
制
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
歟
。

　
　
次
に
、
代
々
の
御
成
敗

を
は畢

り
て
後
、
申
し
乱
ら
ん
と

擬
す
る
（
＝
企
て
る
）
の
事
。
そ
の
理
無
き
に
よ
つ
て
棄

て
置
か
る
ゝ
の
輩
、
歳
月
を

へ
歴
る
の
後
、
訴
訟
を
企
つ
る

の
条
、
存
知
の
旨
（
＝
動
機
）
、
罪
科
軽
か
ら
ず
。
自
今

以
後
、
代
々
の
御
成
敗
を
顧
み
ず
、

み
だ猥

り
に
面
々
（
＝
各

自
）
の
濫
訴
を
致
す
者
は
、

す
べ
か
ら

須

く
不
実
の
子
細
を
以
て
、

帯
ぶ
る
所
の
証
文
に
書
き
載
せ
ら
る
べ
し
。

 

第
八
条

 

一
、
御
下
文
（
＝
幕
府
の
出
し
た
権
利
証
書
）
を
帯
ぶ

る
と
雖
も
知
行
せ
し
め
ず
年
序
（
＝
年
数
）
経
た
る
所
領

の
事

　
　
右
、
当
知
行
（
＝
現
在
の
実
効
支
配
）
の
後
、
廿
箇

年
を
過
ぎ
た
る
者
は
、
右
大
将
家
の
例
に
任
せ
、
理
非
を

論
ぜ
ず
、
改
替
す
る
あ
た
は
ず
。
而
る
に
知
行
の
由
を
申

し
（
＝
嘘
を
つ
い
て
）
御
下
文
を
掠
め
給
は
る
の
輩
、
彼

の
状
（
＝
御
下
文
）
を
帯
ぶ
と
雖
も
敘
用
（
＝
採
用
）
す

る
に
及
ば
ず
。

 
第
九
条

 

一
、
謀
叛
人
の
事



　

 
右
、
式
目
の
趣
、

あ
ら
か
じ
め

兼
日
に
定
め
難
き
歟
。
且
先
例
に

任
せ
、
且
時
議
（
＝
時
宜
）
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
は
る
べ

し
。

 

第
十
条

  

一
、
殺
害
刃
傷
の
事
〈
付
、
父
子
の
咎
、
相
互
に
懸
け

ら
る
ゝ
や
否
や
の
事
〉

　
　
右
、
或
は
当
座
の
諍
論
に
よ
り
、
或
は
遊
宴
の
酔
狂

に
よ
つ
て
、
不
慮
の
外
（
＝
過
失
で
な
く
）
に
も
し
殺
害

を
犯
す
者
は
、
そ
の
身
死
罪
に
行
は
れ
、
な
ら
び
に
（
＝

も
し
く
は
）
流
刑
に
処
せ
ら
れ
、
所
帯
没
収
せ
ら
る
ゝ
と

雖
も
、
そ
の
父
、
そ
の
子
相
交
は
ら
ざ
る
者
は
、
互
に
こ

れ
を
懸
く
べ
か
ら
ず
。

　
　
次
に
、
刃
傷
の
科
の
事
も
同
じ
く
こ
れ
に
准
ず
べ
し
。

　
　
次
に
、
或
は
子
、
或
は
孫
、
父
祖
の
敵
を
殺
害
す
る

に

 

於
て
は
、
父
祖
た
と
へ
相
知
ら
ず
と
雖
も
、
そ
の
罪

に
処
せ
ら
る
べ
し
。
父
祖
の
憤
り
を
散
ぜ
ん
が
た
め
、
忽

ち
宿
意
を
遂
ぐ
る
故
な
り
。

　
　
次
に
、
も
し
人
の
所
職
を
奪
は
ん
と
欲
し
、
も
し
人

の
財
宝
を
取
ら
ん
と
な
し
、
殺
害
を
企
つ
と
雖
も
、
そ
の

父
知
ら
ざ
る
の
由
、
在
状
（
＝
さ
う
で
あ
る
こ
と
）
分
明

の
者
は
、
縁
座
（
＝
連
座
）
に
処
す
べ
か
ら
ず
。

 

第
十
一
条

  

一
、
夫
の
罪
過
に
よ
つ
て
、
妻
女
の
所
領
没
収
せ
ら

る
ゝ
や
否
や
の
事

　
　
右
、
謀
叛
殺
害
な
ら
び
に
山
賊
海
賊
夜
討
強
盗
等
の

重
科
に
於
て
は
、
夫
の
咎
に
懸
か
る
べ
き
な
り
。
但
し
当

座
の
口
論
に
よ
り
、
も
し
刃
傷
殺
害
に
及
べ
ば
こ
れ
を
懸

く
べ
か
ら
ず
。

 

第
十
二
条



 

一
、
悪
口
咎
の
事

 

　
右
、
闘
殺
の

も
と
ひ

基

は
悪
口
よ
り
起
る
。
そ
の
重
き
者

は
流
罪
に
処
せ
さ
れ
、
そ
の
軽
き
者
は
召
し
籠
め
ら
る
べ

き
な
り
。
問
注
（
＝
裁
判
）
の
時
悪
口
を
吐
け
ば
、
則
ち

論
所
（
＝
争
点
の
領
地
）
を
敵
人
に
付
け
ら
る
べ
し
。
ま

た
論
所
の
事
、
そ
の
理
無
き
者
は
、
他
の
所
領
を
没
収
せ

ら
る
べ
し
。
も
し
所
帯
な
き
者
は
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る

べ
き
な
り
。

 

第
十
三
条

  

一
、
人
を

う
殴
つ
咎
の
事

 

　
右
、
打
擲
せ
ら
る
ゝ
の
輩
は
そ
の
恥
を

そ
そ雪

が
ん
た
め

定
め
て
害
心
を
露
す
歟
。
人
を

う
殴
つ
の
科
、
甚
だ
以
て
軽

か
ら
ず
。
よ
つ
て
侍
（
＝
武
士
）
に
於
て
は
所
領
を
没
収

せ
ら
る
べ
し
。
所
帯
無
き
者
は
流
罪
に
処
す
べ
し
。
郎
従

以
下
（
＝
家
来

)

に
至
つ
て
は
、
そ
の
身
を
召
し
禁
ぜ
し

む
べ
き
也
。

 

第
十
四
条

  

一
、
代
官
（
＝
守
護
代
、
地
頭
代
）
の
罪
科
は
主
人
に

懸
か
る
や
否
や
の
事

 

　
右
、
代
官
の
輩
、
殺
害
以
下
の
重
科
あ
る
の
時
、
件

の
主
人
そ
の
身
を
召
し
進
（
＝
差
出
）
ぜ
ば
主
人
に
科
を

懸
く
べ
か
ら
ず
。
但
し
代
官
を

た
す扶

く
る
た
め
に
、
咎
無
き

の
由
を
主
人
陳
じ
申
す
の
と
こ
ろ
、

じ
つ
ぼ
ん

実
犯
露
顕
せ
ば
、
主

人
そ
の
罪

の
が遁

れ
難
し
。
よ
つ
て
所
領
を
没
収
せ
ら
る
べ
し
。

彼
の
代
官
に
至
つ
て
は
召
し
禁
（
＝
逮
捕
監
禁
）
ぜ
ら
る

べ
き
な
り
。

 

　
兼
て
ま
た
代
官
、
或
は
本
所
（
＝
荘
園
の
名
義
人
）

の
年
貢
を
抑
留
し
、
或
は
先
例
の

り
つ
ぱ
ふ

率
法

(

＝
割
合
の
規

定
）
に
違
背
す
る
者
は
、
代
官
の
所
行
た
り
と
雖
も
主
人

に
そ
の

と
が過

を
懸
く
べ
き
な
り
。



 
　

 

し
か
の
み
な
ら
ず

加
之

代
官
も
し
本
所
の
訴
訟
に
よ
り
、
も
し
く

は
訴
人
（
＝
原
告
）
の

げ
じ
ょ
う

解
状
（
＝
訴
状
）
に
つ
き
、
関
東

よ
り
こ
れ
を
召
さ
れ
、
六
波
羅
よ
り
こ
れ
を

も
よ
ほ

催

(

＝
呼

出
）
さ
る
ゝ
の
時
、
参
決
（
＝
申
し
開
き

)

を
遂
げ
ず
、

な
ほ

ち
ょ
う
ぎ
ょ
う

張
行

（
＝
強
行
）
せ
し
む
る
者
は
、
同
じ
く
ま
た

主
人
の
所
帯
を
召
さ
る
べ
し
。
但
し
、
事
の
躰
に
随
ひ
て

軽
重
あ
る
べ
き

か
歟
。

 

第
十
五
条

 

一
、

ぼ
う
し
ょ

謀
書
（
＝
文
書
偽
造
）
の
罪
科
の
事
〈
付
、
論
人

（
＝
被
告
）
の
所
帯
す
る
証
文
を
以
て
謀
書
と
称
す
る

事
〉

 

　
右
、
侍
に
於
て
は
所
領
を
没
収
せ
ら
る
べ
し
。
も
し

所
帯
な
き
者
は
遠
流
に
処
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
凡
下
（
＝

武
士
以
外
）
の
輩
火
印
を
そ
の
面
に
捺
さ
る
べ
き
な
り
。

執
筆
の
者
も
ま
た
と
も
に
同
罪
た
り
。

 

　
次
に
論
人
（
＝
被
告
）
所
帯
（
＝
所
持
）
の
証
文
を

以
て
謀
書
た
る
の
由
、
多
く
以
て
こ
れ
を
称
す
。
披
見
の

と
こ
ろ
、
も
し
謀
書
た
ら
ば
、
最
も
先
条
に
任
せ
そ
の
科

あ
る
べ
し
。
ま
た
文
書
の

ひ
び
う

紕
繆
（
＝
誤
謬
）
無
く
ば
、
謀

略
の
輩
（
＝
偽
つ
て
相
手
の
文
書
偽
造
を
言
ひ
た
て
た

者
）
に
仰
せ
て
神
社
仏
寺
の
修
理
に
付
せ
ら
る
べ
し
。
但

し
無
力
の
輩
（
＝
財
力
の
な
い
者
）
に
至
つ
て
は
、
そ
の

身
を
追
放
せ
ら
る
べ
き
な
り
。

 

第
十
六
条

 

一
、
承
久
兵
乱
の
時
の
没
収
地
の
事

 

　
右
、
京
方
（
＝
京
都
側
に
味
方
し
た
）
の
合
戦
を
致

す
の
由
、
聞
し
め
し
及
ぶ
に
よ
つ
て
、
所
帯
を
没
収
せ
ら

れ
し
輩
、
そ
の

と
が過

無
き
の
旨
、
証
拠
分
明
な
ら
ば
、
そ
の

替
を

た
う
き
ふ
に
ん

当
給
人
（
＝
現
在
の
所
有
者
）
に
宛
て
給
ひ
、
本
主

（
＝
本
来
の
持
ち
主
）
に
返
し
給
ふ
べ
き
な
り
。
こ
れ
則

ち
、
当
給
人
に
於
て
は
勲
功
の
奉
公
あ
る
の
故
な
り
。

 

　
次
に
、
関
東
御
恩
の
輩
の
中
、
京
方
の
合
戦
に
交
は



り
し
事
、
罪
科
殊
に
重
し
。
よ
つ
て
即
ち
そ
の
身
を
誅
せ

ら
れ
、
所
帯
を
没
収
せ
ら
れ

を
は畢

ん
ぬ
。
し
か
る
を
自
然

（
＝
万
に
一
つ
）
の
運
に
よ
つ
て
遁
れ
来
る
の

や
か
ら

族

、
近

年
聞
こ
し
め
し
及
ぶ
者
、

こ
と縡

す
で

ゐ
　
ご

違
期
（
＝
時
期
が
過
ぎ

た
）
の
上
、
も
つ
と
も
寛
宥
（
＝
寛
恕
）
の
儀
に
つ
き
、

所
領
内
を
割
き
五
分
の
一
を
没
収
せ
ら
れ
る
べ
し
。
但
し
、

御
家
人
の
ほ
か
に
下
司
庄
官
の
輩
は
、
京
方
の
咎
、
縦
へ

露
顕
す
る
と
雖
も
、
今
更
改
沙
汰
（
＝
解
雇
）
す
る
こ
と

あ
た
は
ざ
る
の
由
、
去
年
議
定
せ
ら
れ

を
は畢

ん
ぬ
、

て
へ
れ
ば

者

（
＝
と
言
へ
れ
ば
）
異
儀
に
及
ば
ず
。

 

　
次
に
、
同
じ
く
没
収
の
地
を
以
て
、
本
領
主
（
＝
本

来
の
領
主
）
と
称
し
訴
へ
申
す
事
。
当
知
行
の
人
そ
の

（
＝
本
領
主
）
過
あ
る
に
よ
り
て
こ
れ
を
没
収
し
、
勲
功

の
輩
に
宛
て
給
ひ

を
は畢

ん
ぬ
。
し
か
る
を
、
彼
の
時
（
＝
承

久
の
乱
後
）
の
知
行
の
者
は
非
分
（
＝
分
不
相
応
）
の
領

主
な
り
相
伝
の
道
理
に
任
せ
て
こ
れ
を
返
給
す
べ
き
の
由
、

訴
へ
申
す
の

た
ぐ
ひ

類

多
く
そ
の
聞
こ
え
あ
り
。
既
に
彼
の
時

の
知
行
に
つ
き
て
、
あ
ま
ね
く
没
収
せ
ら
れ

を
は畢

ん
ぬ
。
何

ぞ
当
時
（
＝
現
在
）
の
領
主
を

さ
し
お

閣

き
て
、
往
代
（
＝

昔
）
の
由
緖
を
尋
ぬ
べ
け
ん
や
。
自
今
以
後
、

ら
ん
ま
う

濫
望
を
停

止
す
べ
し
。

 

第
十
七
条

 

一
、
同
じ
時
の
合
戦
の
罪
科
は
父
子
各
別
（
＝
別
々
）

な
る
事

 

　
右
、
父
は
京
方
に
交
る
と
雖
も
そ
の
子
関
東
に

こ
う候

じ
、

子
は
京
方
に
交
る
と
雖
も
そ
の
父
関
東
に
候
ず
る
の
輩
は
、

賞
罰
す
で
に
（
父
と
子
で
）
異
な
り
、
罪
科
な
ん
ぞ

ひ
と
し

混

か
ら
ん
。
ま
た
西
国
の
住
人
等
は
父
た
り
と
雖
も
子
た
り

と
雖
も
、
一
人
京
方
参
ぜ
し
者
は
、
住
国
の
父
子
そ
の
咎

を
遁
る
べ
か
ら
ず
。
同
道
せ
ず
と
雖
も
、
同
心
せ
し
む
る

に
よ
つ
て
な
り
。
但
し
行
程
境
遥
か
に
し
て
音
信
通
じ
難

く
、
共
に
子
細
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
互
ひ
に
罪
科
に
処
せ

ら
れ
難
か
ら
ん
歟
。

 

第
十
八
条

 



 
一
、
所
領
を
女
子
に
讓
り
与
へ
た
る
後
、
不
和
の
儀
あ

る
に
よ
つ
て
、
そ
の
親
悔
い
還
す
（
＝
取
り
戻
す
）
や
否

や
の
事

 

　
右
、
男
女
の
号
異
な
る
と
雖
も
、
父
母
の
恩
こ
れ
同

じ
。
法
家
（
＝
律
令
の
法
律
家
）
の

り
ん倫

（
＝
言
ひ
分
）
申

す
旨
有
り
と
雖
も
、
女
子
則
ち
悔
い
還
（
＝
取
り
戻
）

さ
ゞ
る
の
文
に
頼
み
て
、
不
孝
の
罪
業
憚
る
べ
か
ら
ず
。

父
母
ま
た
敵
対
の
論
に
及
ぶ
を
察
し
、
所
領
を
女
子
に
讓

る
べ
か
ら
ざ
る
歟
。
親
子
義
絶
の
起
り
な
り
、
既
に
教
令

（
＝
親
の
言
付
け
）
違
犯
の
基
な
り
。
女
子
も
し

き
や
う
は
い

向
背

（
＝
裏
切
り
）
の
儀
有
ら
ば
、
父
母
宜
し
く

し
だ
い

進
退
（
＝
自

由
）
の
意
に
任
す
べ
し
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
女
子
は

ゆ
ず
り
じ
や
う

讓
状

（
＝
相
続
の
証
明
書
）
を
全
う
せ
ん
が
た
め
忠
孝

の
節
を

つ
く竭

し
、
父
母
は
撫
育
を
施
さ
ん
が
た
め
慈
愛
の
思

ひ
を

ひ
と均

し
う
す
る
（
＝
変
へ
な
い
）
も
の
な
ら
ん
歟
。

 

第
十
九
条

 

一
、
親
疎
（
＝
血
縁
の
無
い
者
が
）
を
論
ぜ
ず

け
ん
や
う

眷
養

（
＝
所
領
を
譲
ら
れ
た
）
せ
ら
る
ゝ
輩
、
本
主
の
子
孫
に

違
背
す
る
事

 

　
右
、
人
を
頼
（
＝
人
の
保
護
下
に
あ
る
）
む
の
輩
、

親
愛
せ
ら
る
れ
ば
子
息
の
如
く
、
然
ら
ず
ば
ま
た
郎
従
の

如
き
歟
。
こ
こ
に
彼
の
輩
、
忠
勤
を
致
さ
し
む
る
の
時
、

本
主
そ
の
志
に
感
嘆
す
る
の
余
り
、
或
は
宛
文
を
渡
し
、

或
は
讓
状
を
与
ふ
る
の
と
こ
ろ
、
和
与
（
＝
相
続
で
は
な

く
贈
与
）
の
物
と
称
し
て
本
主
の
子
孫
に
対
論
（
＝
敵

対
）
す
る
の
条
、
結
構
（
＝
企
て
）
の
趣
甚
だ
然
る
べ
か

ら
ず
。
媚
を
求
む
る
の
時
は
、
且
は
子
息
の
儀
を
存
し
、

且
は
郎
従
の
礼
を
致
し
、
向
背
の
後
は
、
或
は
他
人
の
号

を
仮
り
（
＝
他
人
へ
の
贈
与
と
し
て
）
或
は
敵
対
の
思
ひ

を
成
し
、
忽
ち
先
人
の
恩
顧
を
忘
る
。
本
主
の
子
孫
に
違

背
せ
ば
、
讓
り
を
得
た
る
の
所
領
に
於
て
は
、
本
主
の
子

孫
に
付
せ
ら
る
べ
し
。

 
第
二
十
条

 

一
、
讓
状
を
得
る
の
後
、
そ
の
子
父
母
に
先
ん
じ
死
去



せ
し
跡
の
事

 

　
右
、
そ
の
子
見
存
（
＝
現
存
）
せ
し
む
と
雖
も
、
悔

い
還
さ
し
む
る
に
至
つ
て
は
何
の
妨
げ
有
ら
ん
や
。
況
や

子
孫
死
去
の
後
は
、
只
父
祖
の
意
に
任
す
べ
き
な
り
（
＝

代
襲
相
続
に
な
ら
な
い
）
。

 

第
二
十
一
条

 

一
、
妻
妾
、
夫
の
讓
を
得
、
離
別
せ
ら
る
ゝ
の
後
、
彼

の
所
領
を
領
知
す
る
や
否
や
の
事

 

　
右
、
そ
の
妻
重
科
あ
る
に
よ
つ
て

き
　
え
ん

棄
捐
せ
ら
る
ゝ
に

於
て
は
、
た
と
へ
往
日
の
契
状
（
＝
譲
状
）
有
り
と
雖
も
、

前
夫
の
所
領
を
知
行
し
難
し
。
ま
た
彼
の
妻
功
有
り
て
過

無
く
、
新
し
き
（
＝
新
し
い
妾
）
を
賞
し
旧
き
を
棄
て
ば
、

讓
る
所
の
所
領
悔
い
還
す
あ
た
は
ず
。

 

第
二
十
二
条

 

一
、
父
母
所
領
配
分
の
時
、
義
絶
に
非
ず
と
雖
も
、
成

人
の
子
息
に
讓
り
与
へ
ざ
る
事

 

　
右
、
そ
の
親
成
人
の
子
を
以
て

す
い
き
よ

吹
挙
（
＝
幕
府
に
推

挙
）
せ
し
む
る
の
間
、

き
ん
こ
う

勤
厚
の
思
ひ
を
励
ま
し
労
功
（
＝

功
労
）
を
積
む
の
と
こ
ろ
、
或
は
継
母
の
讒
言
に
つ
き
、

或
は
庶
子
の
鍾
愛
に
よ
り
、
そ
の
子
（
＝
成
人
の
子
）
義

絶
せ
ら
れ
ず
と
雖
も
、
忽
ち
彼
の
処
分
（
＝
財
産
分
与
）

に
漏
る
。

た
く
さ
い

侘
傺
（
＝
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
）
の
条
、
非
拠

 

（
＝
非
道
）
の
至
り
な
り
。
よ
つ
て
今
立
つ
る
所
の
嫡
子

（
＝
相
続
人
、
弟
が
な
る
こ
と
も
あ
る
）
の
分
を
割
き
、

五
分
一
を
以
て
無
足
（
＝
無
給
）
の
兄
に
宛
て
給
る
べ
き

な
り
。
但
し
少
分
た
り
と
雖
も
計
ら
ひ
宛
つ
る
に
於
て
は
、

嫡
庶
を
論
ぜ
ず
（
＝
嫡
子
庶
子
い
づ
れ
の
場
合
も
）
、
宜

し
く
証
跡
（
＝
譲
状
の
文
面
）
に
よ
る
べ
し
。
抑
も
嫡
子

（
＝
長
男
）
た
り
と
雖
も
さ
し
た
る
奉
公
（
＝
幕
府
勤

務
）
無
く
、
ま
た
不
孝
の
輩
に
於
て
は
、
沙
汰
の
限
り
に

非
ず
。

 

第
二
十
三
条



  

一
　
女
人
養
子
（
女
が
と
る
養
子
）
の
事

 

　
右
、
法
意

(

＝
律
令
）
の
如
く
ば
こ
れ
を
許
さ
ず
と

い
へ
ど
も
、
右
大
将
家
の
御
時
以
来
当
世
に
至
る
ま
で
、

そ
の
子
な
き
の
女
人
（
＝
未
亡
人
）
ら
所
領
（
＝
夫
か
ら

譲
ら
れ
た
領
地
）
を
養
子
に
讓
り
与
ふ
る
事
、
不
易
の
法

（
＝
先
例
）

せ
う
け
い

勝
計
（
＝
全
て
を
数
え
る
）
す
べ
か
ら
ず
。

し
か
の
み
な
ら
ず
都
鄙
の
例
先
蹤
（
＝
慣
習
）
こ
れ
多
し
。

評
議
の
と
こ
ろ
も
つ
と
も
信
用
に
足
る
歟
（
＝
足
る
な

り
）
。

 

第
二
十
四
条

 

一
、
夫
の
所
領
を
讓
り
得
た
る
後
家
、
改
嫁
（
＝
再

婚
）
せ
し
む
る
事

 

　
右
、
後
家
た
る
の
輩
、
夫
の
所
領
を
讓
り
得
ば
、

す
べ
か
ら

須

く
他
事
を

な
げ
う

抛

ち
て
夫
の
後
世
を

と
ぶ
ら

訪

ふ
べ
き
の
と

こ
ろ
、
式
目
（
＝
道
理
）
に
背
く
事
そ
の
咎
無
き
に
非
ざ

る
歟
（
＝
咎
が
必
ず
あ
る
）
。
し
か
し
て
忽
ち
貞
心
を
忘

れ
改
嫁
せ
し
め
ば
、
得
る
所
の
領
地
を
以
て
亡
夫
の
子
息

に
宛
て
給
る
べ
し
。
も
し
ま
た
子
息
無
く
ば
別
の
御
計
ら

ひ
あ
る
べ
し
。

 

第
二
十
五
条

 

一
、
関
東
御
家
人
、
月
卿
（
＝
公
卿
）
雲
客
（
＝
殿
上

人
）
を
以
て

ぜ
い
く
ん

婿
君
（
＝
公
武
通
婚
）
と
な
し
、
所
領
を
讓

る
に
よ
つ
て
、

く
　
じ

公
事

あ
し足

（
＝
賦
役
、
兵
役
の
義
務
の
あ
る

領
地
）
減
少
の
事

 

　
右
、
所
領
に
於
て
は
彼
の
女
子
に
讓
り
各
別
（
＝
独

立
）
せ
し
む
る
と
雖
も
、
公
事
に
至
つ
て
は
そ
の
分
限

（
＝
所
領
）
に
随
ひ
て
省
（
＝
割
り
当
て
）
き
宛
て
ら
る

べ
き
な
り
。

し
ん
ぷ

親
父
存
す
る
日
は
、
た
と
へ
優
恕
（
＝
宥

恕
）
の
儀
を
成
し
宛
て

お
ほ課

せ
ず
（
＝
親
が
代
行
す
る
）
と

雖
も
、
逝
去
の
後
は
も
つ
と
も
催
勤
（
＝
賦
役
を
実
行
）

せ
し
む
べ
し
。
も
し
権
威
（
＝
嫁
入
り
先
の
京
都
の
公

家
）
に
募
り
勤
仕
せ
ざ
る
者
は
、
永
く
件
の
所
領
を
辞
退



せ
ら
る
べ
き
歟
。
凡
そ
関
東

し
　
こ
う

祗
候
（
＝
将
軍
家
宮
仕
、
京

都
に
行
か
ず
に
鎌
倉
に
ゐ
る
）
の
女
房
た
り
と
雖
も
、
敢

へ
て
殿
中
（
＝
将
軍
の
居
場
所
）

へ
い
ぎ
ん

平
均
（
＝
当
然
）
の
公

事
に

な
づ泥

（
＝
と
ど
こ
ほ
る
）
む
な
か
れ
。
こ
の
上
な
ほ
難

渋
せ
し
む
る
者
は
、
所
領
を
知
行
す
べ
か
ら
ず
。

 

第
二
十
六
条

 

一
、
所
領
を
子
息
に
讓
り
、
安
堵
の
御
下
文
（
＝
幕
府

に
よ
る
相
続
の
承
認
）
を
給
は
る
の
後
、
そ
の
領
を
悔
い

還
し
、
他
の
子
息
に
讓
り
与
ふ
る
事

 

　
右
、
父
母
の
意
に
任
す
べ
き
の
由
、

つ
ぶ
さ

具

に
以
て
先

条
（
＝
十
八
条
と
二
十
条
）
に
載
せ
畢
ん
ぬ
。
よ
つ
て

せ
ん
ば
ん

先
判
（
＝
先
の
証
文
）
の
讓
に
就
き
て
安
堵
の
御
下
文
を

給
は
る
と
雖
も
、
そ
の
親
こ
れ
を
悔
い
還
し
、
他
の
子
息

に
讓
り
与
ふ
る
に
於
て
は
、

こ
う
は
ん

後
判
（
＝
後
の
証
文
）
の
讓

に
任
せ
て
御
成
敗
（
＝
決
定
）
あ
る
べ
し
。

 

第
二
十
七
条

 

一
、
未
処
分
の
跡
の
事

 

　
右
、
且
は
奉
公
の
浅
深
に
随
ひ
、
且
は
器
量
（
＝
能

力
）
の

か
ん
ぷ

堪
否
（
＝
有
無
）
を

た
だ糺

し
、
各
時
宜
に
任
せ
て
分

ち
宛
て
ら
る
べ
し
。

 

第
二
十
八
条

  

一
、
虚
言
を
搆
へ
、
讒
訴
を
致
す
事

 

　
右
、
面
を
和
ら
げ
言
を
巧
み
、
君
を

か
す掠

（
＝
あ
ざ
む

く
）
め
人
を
損
ず
る
の

た
ぐ
ひ

属

、
も
ん
じ
ゃ
く

文
籍
載
す
る
所
（
＝
昔
の

書
物
を
見
れ
ば
）
、
そ
の
罪
甚
だ
重
し
。
世
の
た
め
人
の

た
め
誡
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
所
領
を
望
ま
ん
が
た
め
讒
訴

を
企
て
る
者
は
、
讒
者
の
所
領
を
以
て
他
人
（
＝
第
三

者
）
に
宛
て
給
ふ
べ
し
。
所
帯
無
き
者
は

を
ん
る

遠
流
に
処
す
べ

し
。
官
途
（
＝
他
人
の
仕
官
）
を
塞
が
ん
が
た
め
讒
言
を

搆
ふ
る
者
は
、
永
く
彼
の
讒
人
を
召
仕
ふ
べ
か
ら
ず
。



 
第
二
十
九
条

  

一
、
本
奉
行
人
を

さ
し
お

閣

き
て
、
別
人
に
付
き
て
訴
訟
を

企
つ
る
事

 

　
右
、
本
奉
行
人
（
＝
担
当
の
裁
判
官
）
を

さ
し
お

閣

き
て
、

更
に
別
人
に
付
き
て
内
々
訴
訟
を
企
つ
る
の
間
、

し
ん
し

参
差

（
＝
食
ひ
違
ひ
）
の
沙
汰
（
＝
判
決
）
不
慮
に
し
て
出
来

せ
ん
歟
。
よ
つ
て
訴
人
に
於
て
は
暫
く
裁
許
（
＝
判
決
）

を
抑
へ
ら
る
べ
し
。

と
り
ま
う
し
に
ん

執
申
人
（
＝
別
の
人
に
取
次
ぐ
人

)

に
至
つ
て
は
、
御
禁
制
あ
る
べ
し
。
奉
行
人
も
し
緩
怠

 

せ
し
め
、
空
し
く
二
十
箇
日
を
経
ば
、
庭
中
（
＝
法
廷
）

に
於
て
こ
れ
を
申
す
べ
し
。

 

第
三
十
条

  

一
、
問
注
（
＝
こ
こ
で
は
裁
判
）
を
遂
ぐ
る
の
輩
、
御

成
敗
を
相
待
た
ず
、
権
門
（
＝
有
力
者
）
の
書
状
を
執
り

進
む
事

 

　
右
、
裁
許
（
＝
勝
訴
）
に
預
る
の
者
は
強
縁
の
力
を

悦
び
、
棄
て
置
か
る
ゝ
の
者
は
権
門
の
威
を
愁
ふ
。
こ
こ

に
得
理
の

か
た
う
ど

方
人
（
＝
味
方
、
こ
こ
は
勝
訴
し
た
人
）
は
頻

り
に
扶
持
（
＝
手
助
け
）
の
芳
恩
と
称
し
、
無
理
の
方
人

（=

敗
訴
し
た
人
）
は
窃
か
に
憲
法
の
裁
断
（
＝
公
正
な

裁
判
）
を
猜
む
（
＝
疑
ふ
）
。
政
道
を

け
が黷

す
こ
と

し
よ
く

職

と

し
て
（
＝
も
つ
ぱ
ら
）
こ
れ
に
由
る
。
自
今
以
後

た
し慥

か
に

停
止
す
べ
き
な
り
。
或
は
奉
行
人
（
＝
裁
判
官
）
に
付
き
、

或
は
庭
中
（
＝
法
廷
）
に
於
て
、
こ
れ
を
申
さ
し
む
べ
き
。

 

第
三
十
一
条

 

一
、
道
理
無
き
に
よ
つ
て
御
裁
許
を
蒙
ら
ざ
る
輩
、
奉

行
人

へ
ん偏
ぱ

頗
（
＝
え
こ
ひ
い
き
）
を
な
す
の
由
訴
へ
申
す
事

 

　
右
、
そ
の
理
（
＝
道
理
）
無
き
に
よ
つ
て
裁
許
（
＝

勝
訴
）
に

あ
づ
か

関

ら
ざ
る
の
輩
、
奉
行
人
の

へ
ん偏
ぱ

頗
た
る
の
由

を
搆
へ
申
す
（
＝
強
弁
）
の
条
、

は
な
は

太

だ
以
て

ら
ん
す
い

濫
吹

 

（
＝
狼
藉
）
な
り
。
自
今
以
後
、
不
実
を
搆
へ
出
て
濫
訴

を
企
つ
る
者
は
、
所
領
の
三
分
一
を

し
う
こ
う

収
公
（
＝
没
収
）
せ



ら
る
べ
し
。
所
帯
無
き
者
は
追
却
（
＝
追
放
）
せ
ら
る
べ

し
。
も
し
ま
た
奉
行
人
そ
の
誤
り
有
ら
ば
、
永
く
召
仕
へ

ら
る
べ
か
ら
ず
。

 

第
三
十
二
条

  

一
、
盗
賊
悪
党
を
所
領
の
内
に
隠
し
置
く
事

 

　
右
、
件
の
輩
、
風
聞
有
り
と
雖
も
、
露
顕
せ
ざ
る
に

よ
つ
て
断
罪
に
あ
た
は
ず
、

へ
い
か
い

炳
誡
（
＝
懲
戒
）
を
加
へ
ず
。

し
か
る
に
国
人
等
差
し
申
す
（
＝
告
発
）
の
と
こ
ろ
、
召

上
ぐ
る
の
時
は
そ
の
国
無
為
な
り
、
在
国
の
時
は
そ
の
国

狼
藉
な
り
（
＝
評
判
の
悪
党
を
証
拠
が
な
い
の
で
罰
せ
ず

に
ゐ
た
が
、
鎌
倉
に
呼
び
出
し
て
ゐ
る
間
は
平
穏
で
、
そ

の
国
に
ゐ
る
と
き
は
不
穏
で
あ
る
）
と
云
々
。
よ
つ
て
縁

辺
（
＝
鎌
倉
の
外
）
の
凶
賊
に
於
て
は
、
証
跡
（
＝
こ
の

事
実
）
に
付
き
て
召
禁
（
＝
逮
捕
）
ず
べ
し
。
ま
た
地
頭

等
賊
徒
を
隠
し
置
く
に
至
つ
て
は
、
同
罪
た
る
べ
き
な
り
。

先
づ
嫌
疑
の
趣
に
就
き
て
地
頭
を
鎌
倉
に
召
し
置
き
、
彼

の
国
落
居
（
＝
泥
棒
が
逮
捕
さ
れ
て
平
穏
に
な
る
）
せ
ざ

る
の
間
は
身
暇
を
給
ふ
（
＝
返
す
）
べ
か
ら
ず
。

 

　
次
に
守
護
使
（
＝
守
護
の
使
者
、
警
官
）
の
入
部

（
＝
立
ち
入
り
）
を
停
止
せ
ら
る
ゝ
所
々
（
＝
神
社
な
ど

の
荘
園
）
の
事
、
同
じ
く
悪
党
ら
出
来
の
時
は
不
日
（
＝

す
ぐ
に
）
守
護
所
に
召
し
渡
す
べ
き
な
り
。
も
し
拘
惜

（
く
し
や
く
＝
か
く
ま
ふ
）
に

 

於
て
は
、
且
は
守
護
使

を
入
部
せ
し
め
、
且
は
地
頭
代
を
改
補
（
＝
解
任
）
す
べ

き
な
り
。
も
し
ま
た
代
官
を
改
め
ず
ば
、
地
頭
職
を
没
収

せ
ら
れ
、
守
護
使
を
入
れ
ら
る
べ
し
。

 

第
三
十
三
条

 

一
、
強
窃
二
盗
の
事
。
付
、
放
火
人
の
事

 

　
右
、
既
に
断
罪
の
先
例
有
り
。
何
ぞ
猶
余
（
＝
猶
予
、

た
め
ら
ひ
）
の
新
儀
（
＝
評
議
）
に
及
ば
ん
や
。
次
に
放

火
人
の
事
、
盗
賊
に
準
拠
し
、
宜
し
く
禁
遏
（
き
ん
あ
つ

＝
拘
禁
）
せ
し
む
べ
し
。



 
第
三
十
四
条

  

一
、
他
人
の
妻
を
密
懐
（
＝
密
通
）
す
る
罪
科
の
事

 

　
右
、
強
姦
和
姦
を
論
ぜ
ず
人
妻
を
懐
抱
（
く
わ
い
は

う
＝
性
交
）
す
る
の
輩
、
所
領
半
分
を
召
さ
れ
、
出
仕
を

罷
め
ら
る
べ
し
。
所
帯
な
き
者
は
遠
流
に
処
す
べ
き
な
り
。

女
の
所
領
同
じ
く
こ
れ
を
召
さ
る
べ
し
。
所
領
な
く
ば
ま

た
配
流
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
次
に
道
路
の
辻
に
於
て
女
を

捕
ふ
る
事
（
＝
強
姦
）
、
御
家
人
に
於
て
は
百
箇
日
の
間

出
仕
を
止
む
べ
し
。
郎
従
以
下
に
至
つ
て
は
、
右
大
将
家

の
御
時
の
例
に
任
せ
、
片
方
の
鬢
髮
（
び
ん
ぱ
つ
＝
頭

髪
）
を
剃
り
除
く
（
＝
丸
坊
主
に
す
る
）
べ
き
な
り
。
た

だ
し
、
法
師
（
＝
坊
主
）
の
罪
科
に
於
て
は
、
そ
の
時
に

当
り
て
斟
酌
せ
ら
る
べ
し
。

 

第
三
十
五
条

 

一
、
度
々
召
文
を
給
ふ
と
雖
も
参
上
せ
ざ
る
科
の
事

 

　
右
、
訴
状
に
就
き
て
召
文
（
＝
呼
び
出
し
状
）
を
遣

は
す
事
三
箇
度
に
及
び
、
な
ほ
参
決
せ
ざ
る
は
、
訴
人

（
＝
原
告
）
理
有
ら
ば
直
ち
に
裁
許
（
＝
勝
訴
）
せ
ら
る

べ
し
。
訴
人
理
無
く
ば
、
ま
た
（
＝
第
三
者
）
に
給
ふ
べ

き
な
り
。
但
し
、
（
＝
被
告
の
）
所
従
牛
馬
な
ら
び
に
雑

物
等
に
至
つ
て
は
、
員
数
に
任
せ
て
糺
し
（
＝
調
べ
て
）

返
さ
れ
、
（
＝
呼
び
出
し
に
応
じ
な
か
つ
た
被
告
は
）
寺

社
の
修
理
に
付
せ
ら
る
べ
き
な
り
。

 

第
三
十
六
条

  

一
、
旧
き
境
を
改
め
、
相
論
を
致
す
事

 

　
右
、
或
は
往
昔
の
堺
（
＝
境
界
）
を
越
え
、
新
儀
の

案
（
＝
謀
計
）
を
搆
へ
て
こ
れ
（
＝
往
昔
の
堺
）
を
妨
げ
、

或
は
近
年
の
例
を
掠
め
（
＝
無
視
し
て
）
、
古
き

も
ん
じ
ょ

文
書
を

捧
げ
て
こ
れ
を
論
ず
。
裁
許
（
＝
勝
訴
）
に
預
ら
ず
と
雖

も
指
せ
る
損
無
き
の
故
、
猛
悪
の
輩
や
や
も
す
れ
ば
謀
訴

を
企
つ
。
成
敗
の
処
（
＝
裁
判
所
）
そ
の
煩
ひ
無
き
に
非

ず
。
自
今
以
後
、
実
検
使
を
遣
し
、
本
跡
（
＝
正
当
な
境



界
）
を
糾
明
し
、
非
拠
の
訴
訟
を
な
す
者
は
、
境
を
越
え

て
論
を
成
す
の
分
限
（
＝
面
積
）
を
相
計
ら
ひ
、
訴
人
領

地
の
内
を
割
き
分
ち
て
論
人
の
方
へ
付
け
ら
る
べ
き
な
り
。

 

第
三
十
七
条

  

一
、
関
東
の
御
家
人
が
京
都
（
＝
天
皇
、
朝
廷
）
に
申

し
、
傍
官
（
＝
同
じ
荘
園
の
中
の
同
僚
の
御
家
人
）
の
所

領
の
上
司
（
う
は
づ
か
さ
＝
領
所
、
領
家
）
を
望
補
（
＝

自
分
の
任
命
を
要
求
）
す
る
事

 

　
右
、
右
大
将
家
の
御
時
一
向
に
停
止
せ
ら
れ
畢
ん
ぬ
。

而
し
て
近
年
以
降
自
由
（
＝
自
分
勝
手
）
の
望
を
企
て
、

た
だ啻

に
禁
制
に
背
く
の
み
に
非
ず
、
喧
譁
に

お
よ覃

ば
し
め
ん
歟
。

自
今
以
後
、
濫
望
（
＝
濫
妨
）
を
致
す
の

と
も
が
ら

輩

に
於
て
、

所
領
一
所
を
召
（
＝
没
収
）
さ
る
可
き
也
。

 

第
三
十
八
条

 

一
、
惣
地
頭
（
＝
名
主
を
総
轄
す
る
た
め
に
幕
府
が
派

遣
し
た
地
頭
）
、
所
領
内
名
主
職
を
押
妨
す
る
事

 

　
右
、
惣
領
を
給
は
る
の
人
（
＝
惣
地
頭
）
所
領
内
と

称
し
て
各
別
（
＝
統
轄
権
限
外
）
の
村
を
掠
め
領
す
る
事
、

所
行
の
企
て
罪
科
遁
れ
難
し
。
こ
こ
に
別
（
＝
特
別
）
の

御
下
文
を
給
は
り
、
名
主
（
み
や
う
し
ゆ
＝
荘
園
の
管
理

人
）
職
た
り
と
雖
も
、
惣
地
頭
も
し
尫
弱
（
お
う
じ
や
く

＝
弱
体
、
幼
少
）
の

ひ
ま隙

を
伺
ひ
、
限
り
あ
る
沙
汰
（
＝
正

当
な
権
限
）
の
外
、
非
法
を

た
く巧

み
濫
妨
（
＝
掠
奪
）
を
致

さ
ば
、
別
納
（
＝
惣
地
頭
を
通
さ
ず
年
貢
を
納
め
る
）
の

御
下
文
を
名
主
に
給
ふ
べ
き
な
り
。

 

　
名
主
ま
た
事
を
左
右
に
寄
せ
て
（
＝
自
分
勝
手
を
す

る
）
、
先
例
を
顧
み
ず
、
地
頭
に
違
背
せ
ば
、
名
主
職
を

改
め
ら
る
べ
き
な
り
。

 
第
三
十
九
条

 

一
、
官
爵
（
＝
何
位
で
あ
る
か
）
所
望
の
輩
、
関
東
の

御
一
行
（
＝
推
薦
状
）
を
申
し
請
く
る
事



 

　
右
、
成
功
（
じ
や
う
ご
う
＝
朝
廷
か
ら
金
銭
で
官
位

を
買
ふ
）
を
召
さ
る
ゝ
の
時
、
所
望
の
人
を
注
し
申
さ
ゝ

者
（
＝
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
）
は
、
既
に
こ
れ
公
平
な
り
。
よ

つ
て
沙
汰
の
限
り
に
非
ず
。
昇
進
の
た
め
挙
状
（
＝
幕
府

の
推
薦
状
）
を
申
す
（
＝
申
請
す
る
）
事
、
貴
賤
を
論
ぜ

ず
一
向
こ
れ
を
停
止
す
べ
し
。
但
し
、
受
領
・
検
非
違
使

（
＝
朝
廷
に
権
利
が
有
る
官
職
）
に
申
す
の
輩
、
理
運

（
＝
幸
運
に
も
任
命
さ
れ
る
）
た
る
に
於
て
は
、
御
挙
状

に
非
ず
と
雖
も
、
た
だ
御
免
（
＝
幕
府
の
許
可
）
あ
る
の

由
仰
せ
下
さ
る
べ
き
歟
。
兼
て
ま
た
新
敘
の
輩
、
巡
年

（
＝
毎
年
）
廻
り
来
り
、
朝
恩
に
浴
す
る
者
は
制
限
あ
ら

ず
。

 

第
四
十
条

  

一
、
鎌
倉
中
の
僧
徒
、
恣
に
官
位
を
諍
ふ
事

 

　
右
、
綱
位
（
＝
僧
侶
の
高
位
に
つ
く
こ
と
）
に
よ
つ

て
﨟
次
（
ら
つ
し
＝
年
功
の
序
）
を
乱
す
の
故
に
、
猥
り

に
自
由
の
昇
進
を
求
め
、
い
よ
い
よ
僧
綱
（
そ
う
が
う
＝

高
位
の
僧
）
の
員
数
を
添
（
そ
＝
増
す
）
ふ
。
宿
老
有
智

の
高
僧
た
り
と
雖
も
、
少
年
無
才
の
後
輩
に
越
さ
る
。
即

ち
こ
れ
且
は
衣
鉢
の
資
を
傾
け
、
且
は
経
教
の
義
に
乖

（
そ
む
）
く
者
な
り
。
自
今
以
後
、
免
許
を
蒙
ら
ず
昇
進

の
輩
、
寺
社
の
供
僧
（
ぐ
そ
う
＝
こ
こ
で
は
神
社
の
僧

侶
）
と
な
る
者
は
、
彼
の
職
を
停
廃
せ
ら
る
べ
き
な
り
。

御
帰
依
（
＝
幕
府
付
き
）
の
僧
た
り
と
雖
も
同
じ
く
以
て

こ
れ
を
停
止
せ
ら
る
べ
し
。
こ
の
外
（
＝
鎌
倉
以
外
）
の

禅
侶
（
＝
僧
侶
）
は
、
偏
に
顧
眄
（
こ
べ
ん
）
の
人
（
＝

親
近
者
）
に
仰
せ
て
、
宜
し
く
諷
諫
（
ふ
う
か
ん
＝
そ
れ

と
な
く
）
の
誡
あ
る
べ
し
。

 

第
四
十
一
条

 

一
、
奴
婢
雑
人
の
事

 
　
右
、
右
大
将
家
御
時
の
例
に
任
せ
て
、
そ
の
沙
汰
無

く
（
＝
訴
訟
を
起
こ
さ
ず
）
十
箇
年
を
過
ぎ
ば
、
理
非
を

論
ぜ
ず
改
沙
汰
（
＝
所
有
主
の
変
更
）
に
及
ば
ず
。
次
に
、



奴
婢
所
生
（
し
よ
せ
い
＝
生
ん
だ
）
の
男
女
（
＝
子
供
）

の
事
、
法
意
（
＝
古
法
）
の
如
く
ば
子
細
有
り
（
＝
別
の

定
め
が
あ
り
、
母
の
主
人
の
所
有
）
と
雖
も
、
同
じ
き
御

時
の
例
に
任
せ
、
男
は
父
に
付
け
（
＝
父
母
の
所
属
が
異

な
る
場
合
に
は
、
父
の
主
人
の
所
有
）
、
女
は
母
に
付
く

（
＝
母
の
主
人
の
所
有
）
べ
き
な
り
。

 

第
四
十
二
条

  

一
、
百
姓
逃
散
の
時
、
逃
毀
（
と
う
き
＝
犯
罪
者
の
財

産
没
収
）
と
称
し
て
損
亡
（
そ
ん
ま
う
＝
損
害
を
与
へ

る
）
せ
し
む
る
事

 

　
右
、
諸
国
の
住
民
逃
脱
の
時
、
そ
の
領
主
ら
逃
毀
と

称
し
て
、
妻
子
を
抑
留
し
資
財
を
奪
ひ
取
る
、
所
行
の
企

て
甚
だ
仁
政
に
背
く
。
も
し
召
し
決
（
＝
百
姓
を
連
れ
戻

し
て
事
情
を
聞
く
）
せ
ら
れ
る
ゝ
の
と
こ
ろ
、
年
貢
所
当

の
未
済
有
ら
ば
、
そ
の
償
ひ
を
致
す
（
＝
没
収
財
産
か

ら
）
べ
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
早
く
損
物
を
糺
し
返
さ
る
べ

し
。
但
し
、
去
留
（
＝
領
地
に
留
ま
る
か
ど
う
か
）
に
於

て
は
宜
し
く
民
意
（
＝
百
姓
の
判
断
）
に
任
す
べ
き
な
り
。

 

第
四
十
三
条

  

一
、
当
知
行
と
称
し
て
他
人
の
所
領
を
掠
め
給
は
り
、

所
出
物
（
＝
年
貢
な
ど
）
を
貪
り
取
る
事

 

　
右
、
無
実
（
＝
不
実
）
を
搆
へ
掠
め
領
す
る
事
、
式

目
（
＝
道
理
）
の
推
す
所
、
罪
科
脱
れ
難
し
。
よ
つ
て
押

領
物
に
於
て
は
早
く
糺
し
返
さ
し
む
べ
し
。
所
領
（
＝
本

人
の
所
領
）
に
至
つ
て
は
没
収
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
所
領

無
き
者
は
遠
流
に
処
せ
ら
る
べ
し
。

 

　
次
に
、
当
知
行
（
＝
実
効
支
配
）
の
所
領
を
以
て
、

指
せ
る
次
（
つ
い
で
＝
機
会
）
無
く
安
堵
御
下
文
を
申
し

給
（
＝
申
請
）
は
る
の
事
。
も
し
そ
の
次
を
以
て
始
め
て

私
曲
（
＝
悪
事
）
を
致
す
歟
（
＝
な
り
）
。
自
今
以
後
、

停
止
せ
ら
る
べ
し
。

 

第
四
十
四
条



  

一
、
傍
輩
（
＝
他
の
御
家
人
）
の
罪
過
未
断
以
前
、
彼

の
所
帯
（
＝
所
領
）
を
競
望
（
け
い
ば
う
＝
競
ひ
望
む
）

す
る
事

 

　
右
、
労
效
（
＝
功
労
）
を
積
む
の
輩
、
所
望
を
企
つ

る
は
常
の
習
ひ
な
り
。
し
か
る
に
所
犯
（
＝
罪
科
）
あ
る

の
由
、
風
聞
せ
し
む
る
の
時
、
罪
状
未
定
の
と
こ
ろ
、
件

の
所
領
を
望
ま
ん
が
た
め
、
そ
の
人
を
申
し
沈
め
ん
と
欲

す
る
の
条
、
所
為
（
し
よ
ゐ
＝
行
動
）
の
旨
敢
て
正
義
に

非
ず
。
彼
の
申
状
に
就
き
て
そ
の
沙
汰
あ
ら
ば
、
虎
口
の

讒
言
（
＝
人
を
陥
れ
る
た
め
の
讒
言
）
蜂
起
（
＝
大
量
に

起
こ
り
）
し
て
絶
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
歟
。
た
と
へ
理
運
（
＝

正
当
）
の
訴
訟
た
り
と
雖
も
、
兼
日
（
＝
罪
科
決
定
前
）

の
競
望
を
敘
用
（
＝
採
用
）
せ
ら
れ
ず
。

 

第
四
十
五
条

 

一
、
罪
過
の
よ
し
披
露
の
時
、
糺
決
せ
ら
れ
ず
所
職
を

改
替
す
る
事

 

　
右
、
糺
決
（
＝
吟
味
、
弁
明
）
の
儀
無
く
御
成
敗
有

ら
ば
、
犯
否
を
論
ぜ
ず
、
定
め
て
鬱
憤
を
貽
（
の
こ
＝

残
）
す
歟
（
＝
な
り
）
、
て
へ
れ
ば
早
く
淵
底
（
ゑ
ん
て

い
＝
罪
科
の
真
相
）
を
究
め
禁
断
（=

処
罰
）
せ
ら
る
べ

し
。

 

第
四
十
六
条

 

一
、
所
領
得
替
（
と
く
た
い
＝
交
代
）
の
時
、
前
司

（
＝
前
任
）
新
司
（
＝
新
任
国
司
）
の
沙
汰
の
事

 

　
右
、
所
当
年
貢
に
於
て
は
新
司
（
＝
新
任
国
司
）
の

成
敗
た
る
べ
し
。
私
物
雑
具
な
ら
び
に
所
従
（
＝
従
者
）

馬
牛
等
に
至
つ
て
は
新
司
抑
留
に
及
ば
ず
。
況
や
恥
辱

（
＝
無
礼
）
を
前
司
に
与
へ
し
め
ば
、
別
の
過
怠
（
＝
刑

罰
）
に
処
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
但
し
、
重
科
に
よ
つ
て

（
＝
前
司
が
）
没
収
せ
ら
れ
ば
、
沙
汰
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

 

第
四
十
七
条



  

一
、
不
知
行
（
＝
実
効
支
配
し
て
ゐ
な
い
）
の
所
領
の

文
書
を
以
て
、
他
人
に
寄
附
（
＝
譲
渡
。
有
力
者
を
後
ろ

盾
に
し
て
実
効
支
配
し
て
い
な
い
土
地
の
所
有
権
を
得
よ

う
と
す
る
企
て
）
す
る
事
〈
付
、
名
主
職
（
み
や
う
し
ゆ

＝
荘
園
の
管
理
人
）
を
以
て
本
所
（
＝
荘
園
の
名
義
人
）

に
相
触
（
＝
連
絡
）
れ
ず
、
権
門
（
＝
有
力
者
）
に
寄
進

す
る
事
〉

 

　
右
、
自
今
以
後
寄
附
の
輩
に
於
て
は
、
そ
の
身
を
追

却
（
＝
追
放
）
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
請
け
取
る
の
人
に
至

つ
て
は
寺
社
の
修
理
に
付
せ
ら
る
べ
し
。

 

　
次
に
、
名
主
職
を
以
て
本
所
に
知
ら
し
め
ず
、
権
門

に
寄
附
す
る
の
事
。
自
然
（
＝
時
々
）
こ
れ
有
り
。
然
る

如
き
の
族
は
、
名
主
職
を
召
し
（
＝
解
任
）
地
頭
に
付

（
＝
引
き
渡
す
）
せ
ら
る
べ
し
。
地
頭
無
き
の
所
は
本
所

に
付
せ
ら
る
べ
し
。

 

第
四
十
八
条

 

一
、
所
領
を
売
買
す
る
事

 

　
右
、
相
伝
の
私
領
を
以
て
、
要
用
（
＝
必
要
）
の
時
、

沽
却
（
＝
売
却
）
せ
し
む
る
は
定
法
な
り
。
而
る
に
或
は

勲
功
に
募
り
、
或
は
勤
労
に
よ
つ
て
別
の
御
恩
（
＝
恩

領
）
に
預
る
の
輩
、
恣
に
売
買
せ
し
む
る
の
条
、
所
行
の

旨
そ
の
科
無
き
に
非
ず
。
自
今
以
後
、
慥
か
に
停
止
せ
ら

る
べ
き
な
り
。
も
し
ま
た
制
符
（
＝
こ
の
禁
令
）
に
背
き

沽
却
せ
し
め
ば
、
売
人
と
云
ひ
買
人
と
云
ひ
、
共
に
以
て

罪
科
に
処
せ
れ
る
べ
し
。

 

第
四
十
九
条

  

一
、
両
方
の
証
文
理
非
顕
然
の
時
、
対
決
を
遂
げ
ん
と

擬
す
る
事

 
　
右
、
か
れ
こ
れ
の
証
文
の
理
非
（
＝
是
非
）
懸
隔

（
け
ん
か
く
＝
顕
然
）
の
時
は
、
対
決
（
＝
公
判
）
を
遂

げ
ず
と
雖
も
、
直
ち
に
成
敗
あ
る
べ
き
歟
。



 

第
五
十
条

  

一
、
狼
藉
の
時
、
子
細
を
知
ら
ず
そ
の
庭
に
出
向
く
輩

の
事

 

　
右
、
同
意
（
＝
暴
力
行
為
に
共
謀
）
与
力
（
＝
加

勢
）
の
科
に
於
て
は
子
細
に
及
ば
ず
（
＝
当
然
で
あ
る
）
。

そ
の
軽
重
に
至
つ
て
は
、
兼
て
式
条
に
定
め
難
し
、
も
つ

と
も
時
宜
に
よ
る
べ
き
歟
。
実
否
を
聞
か
ん
が
た
め
、
子

細
（
＝
事
情
）
を
知
ら
ず
そ
の
庭
（
＝
狼
藉
の
現
場
）
に

出
向
く
者
は
罪
科
に
及
ば
ず
。

 

第
五
十
一
条

  

一
、
問
状
（
も
ん
じ
や
う
＝
原
告
を
通
じ
て
被
告
に
出

す
尋
問
状
）
の
御
教
書
（
み
げ
う
し
よ
）
を
帯
び
、
狼
藉

を
致
す
事

 

　
右
、
訴
状
に
就
き
て
問
状
を
下
さ
る
ゝ
は
定
例
（
＝

誰
に
で
も
あ
る
こ
と
）
な
り
。
し
か
し
て
問
状
を
以
て
狼

藉
（
＝
原
告
が
問
状
を
悪
用
）
を
致
す
こ
と
、
奸
濫
（
＝

脅
迫
、
詐
欺
）
の
企
て
罪
科
遁
れ
難
し
。
申
す
所
顕
然
の

僻
事
（
＝
悪
事
）
た
ら
ば
、
問
状
を
給
す
る
こ
と
一
切
停

止
せ
ら
る
べ
し
。
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右
よ
り
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

読
み
や
す
く
す
る
た
め
縦
書
き
に
変
更
し
て
あ
り
ま
す
。

間
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
必
ず
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

http://www.geocities.jp/hgonzaemon/goseibaishikimoku.html
http://www.geocities.jp/hgonzaemon/goseibaishikimoku.html
http://www.geocities.jp/hgonzaemon/goseibaishikimoku.html

