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林
家
の
危
機

―
―
林
鵞
峰
と
息
子
梅
洞
―
―

揖
　
斐
　
　
　
高

　

林
家
は
初
代
羅
山
以
後
、
十
二
代
の
学
斎
に
至
る
ま
で
、
江
戸
幕
府
に
お
い

て
教
育
学
問
を
統
轄
す
る
御
儒
者
の
家
と
し
て
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
き
ま

し
た
。
徳
川
家
康
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
初
代
羅
山
に
よ
っ
て
林
家
は
草
創
さ
れ
、

二
代
目
鵞
峰
・
三
代
目
鳳
岡
が
そ
の
跡
を
承
け
て
守
成
の
役
割
を
担
い
、
特
に

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
三
代
目
鳳
岡
の
時
に
、
聖
堂
と
林
家
の
塾
が
上
野
か

ら
湯
島
の
地
へ
移
転
さ
れ
て
、
林
家
の
塾
は
昌
平
黌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
同
じ
年
に
鳳
岡
が
幕
府
か
ら
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

林
家
の
地
位
は
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
迄
の
林
家
の
歩
み
は
必
ず
し
も
平
坦
な
も
の
で
は
な

く
、
少
な
か
ら
ざ
る
波
瀾
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
波
瀾
の
な
か
の
一
つ
に
、

二
代
鵞
峰
の
長
男
で
、
三
代
鳳
岡
の
兄
で
あ
っ
た
林
梅
洞
の
夭
折
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
本
日
は
そ
の
梅
洞
の
死
の
前
後
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
取
り

上
げ
て
、
幕
府
の
御
儒
者
林
家
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
ご
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一

　

林
家
二
代
の
鵞
峰
は
初
代
羅
山
の
三
男
で
し
た
が
、
二
人
の
兄
が
若
く
し
て

亡
く
な
っ
た
た
め
、
六
歳
年
少
の
弟
読
耕
斎
と
共
に
父
羅
山
を
助
け
て
儒
者
と

し
て
幕
府
に
出
仕
し
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
四
十
歳
で
羅
山
の
跡
を
承
け

て
林
家
の
家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
。
二
代
鵞
峰
は
初
代
羅
山
を
ど
の
よ
う
な
存
在

と
し
て
見
て
い
た
か
。
ま
ず
、
鵞
峰
の
書
い
た
「
碩せ

き

果か

林り
ん

記き

」（『
鵞
峰
林
学
士

文
集
』
巻
三
）
と
い
う
文
章
を
紹
介
し
ま
す
。

　

応
仁
よ
り
以
来
、
朝
廷
式し

き

微び

し
、
儒
礼
悉
く
廃
す
。
文
字
の
業
、
僅
か

に
禅
徒
の
手
に
入
る
。
痛
き
か
な
、
悲
し
い
か
な
。
此
時
に
当
た
り
て
則

ち
未
だ
絶
へ
ざ
る
も
の
殆
ど
絶
へ
、
未
だ
燼も

え
ざ
る
も
の
殆
ど
燼
え
て
、

我
が
道
（
儒
学
の
道
）
極
ま
り
ぬ
。
偶た

ま

々た
ま

藤と
う

斂れ
ん

夫ふ

先
生
（
藤
原
惺
窩
）
の

秀
出
せ
る
有
り
て
、
絶
へ
ん
と
欲
す
る
の
線い

と

を
継
ぎ
、
燼
え
ん
と
欲
す
る

の
燈
を
挑か

か

げ
て
道
脈
接
続
し
、
文
学
稍や

や々

顕
る
。
亦
た
是
れ
儒
林
の
碩
果

（
大
き
な
木
の
実
）
な
り
。
吾
が
先
君
子
（
羅
山
を
指
す
）
を
得
る
に
及

ん
で
、
こ
れ
を
講
習
し
、
こ
れ
を
討
論
し
て
、
道
徳
粲
然
、
文
章
煥か

ん

乎こ

た

り
。
枯
楊
、
稊て

い

（
木
の
切
り
株
か
ら
生
え
た
芽
）
を
生
じ
、
藝
園
、
花
を

開
く
。
是こ

れ

に
於
い
て
気
を
逐
ひ
、
芳
を
尋
ね
、
笈
を
負
ひ
（
遊
学
す
る
）、

酒
を
載
せ
て
（
も
の
を
問
い
に
来
る
）、
学
業
有
る
こ
と
を
知
る
な
り
。

斂
夫
即
世
す
る
に
及
ん
で
、
先
君
子
、
天
下
儒
林
の
宗
と
為
り
て
、
幕
府
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の
侍
読
と
為
る
。
東
舟
（
羅
山
の
弟
）
は
同
根
の
幹
為
り
。
敬
吉
（
羅
山

の
長
男
）
秀
で
て
実
り
、
門
葉
蓁し

ん

蓁し
ん

と
し
て
鴬
は
春
樹
に
吟
じ
、
虫
は
秋

叢
に
鳴
く
。
英
華
繁
栄
、
我
が
林
家
よ
り
盛
ん
な
る
は
無
し
。
闔こ

う

国こ
く

（
国

じ
ゅ
う
）、
そ
の
庇ひ

蔭い
ん

に
依
り
、
そ
の
下か

風ふ
う

に
立
つ
。

　

鵞
峰
は
父
羅
山
の
存
在
を
、
衰
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
儒
学
を
藤
原
惺
窩
の
後

を
承
け
て
復
興
し
、
江
戸
幕
府
に
仕
え
る
儒
者
と
し
て
社
会
的
に
も
大
き
な
影

響
力
を
発
揮
し
た
と
し
、
そ
の
羅
山
の
お
蔭
で
林
家
一
門
の
現
在
の
繁
栄
が
も

た
ら
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
父
羅
山
の
学
者
と
し
て
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
、
鵞
峰
は
「
羅
山
林

先
生
集
序
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
八
十
二
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
評

し
て
い
ま
す
。

　

余
が
先
考
羅
山
林
先
生
は
敏
捷
絶
倫
、
博
学
世
に
冠
た
り
。
…
…
…
…

先
生
、
斯こ

の
道
を
以
て
己
が
任
と
為
し
て
こ
れ
を
発
揮
し
、
愈
々
こ
れ
を

揚よ
う

搉か
く

す
（
評
論
す
る
）。
世
を
挙
げ
て
皆
な
謂い

へ
ら
く
、
儒
宗
・
文
豪
・

詩
傑
悉

こ
と
ご
と

く
皆
な
一
人
に
備
は
れ
り
と
。
亦
た
難
か
ら
ず
や
。
恭

う
や
う
や

し
く

惟お
も
ん
み

れ
ば
、
そ
れ
先
生
の
学
は
経
を
以
て
主
と
為
し
、
程
朱
の
書
を
以
て

輔
翼
と
為
し
て
、
諸こ

れ

を
歴
史
に
攷か

ん
が

へ
、
諸
子
類
に
参ま

じ

へ
、
百
家
を
網
羅

し
、
今
古
を
収
拾
し
て
我
が
国
史
に
該
通
し
、
乃い

ま

し
（
さ
ら
に
）
稗は

い

官か
ん

小

説
に
至
る
ま
で
見
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。

　

羅
山
の
学
者
と
し
て
の
特
徴
は
「
博
学
」「
敏
捷
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
鵞

峰
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
父
羅
山
の
日
常
生
活
に
お
け
る
超

人
的
な
努
力
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
鵞
峰
は
『
西
風
涙
露
』（『
鵞

峰
林
学
士
文
集
』
巻
七
十
八
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

先
考
、
家
事
を
以
て
先せ

ん

妣ぴ

に
附
し
、
起
居
坐
臥
、
唯
だ
書
を
読
む
の
み
。

…
…
…
…
書
を
読
む
に
、
紙
葉
を
計
ら
ず
、
唯
だ
或
い
は
寸
、
或
い
は
冊

を
以
て
限
り
と
為
す
。
若も

し
一
睡
し
て
醒
む
る
時
は
、
則
ち
五
更
鶏
鳴
と

雖
も
、
乃
ち
起
き
て
巻
を
開
く
。
少わ

か

き
よ
り
老
に
至
る
ま
で
此
の
如
し
。

故
に
一
年
の
間
、
加
ふ
る
所
の
朱
句
或
い
は
百
余
冊
、
或
い
は
二
百
冊
、

此
等
の
勤
め
、
皆
な
及
ば
ざ
る
所
な
り
。

　
「
先
考
」
は
亡
父
、「
先
妣
」
は
亡
母
。
父
羅
山
は
家
事
一
切
を
母
に
任
せ
て

ひ
た
す
ら
読
書
に
没
頭
し
、
読
書
量
は
頁
数
で
計
算
す
る
の
で
は
な
く
、
本
の

厚
さ
や
冊
数
で
計
算
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

父
羅
山
の
死
後
林
家
の
家
督
を
継
い
だ
二
代
目
鵞
峰
は
、
こ
の
よ
う
な
非
凡

で
努
力
家
の
父
羅
山
が
一
代
で
築
い
た
幕
府
御
儒
者
と
し
て
の
林
家
を
存
続
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
だ
と
強
く
自
覚
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
鵞
峰
は
父
羅
山
が
ま
だ
生
き
て
い
た
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
、

羅
山
五
十
八
歳
・
鵞
峰
二
十
三
歳
）
に
、
羅
山
か
ら
『
五
経
大
全
』（
明
の
永

楽
帝
の
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
五
経
の
注
釈
書
）
を
与
え
ら
れ
、
五
経
（
詩

経
・
書
経
・
易
経
・
春
秋
・
礼
記
）
の
講
筵
を
開
く
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

父
羅
山
と
し
て
は
鵞
峰
を
一
人
前
の
儒
者
に
す
る
た
め
の
教
育
の
一
環
だ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
鵞
峰
は
父
の
命
に
従
っ
て
『
詩
経
』
か
ら
開
始
し
、

二
十
三
年
後
の
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
『
易
経
』
の
講
義
を
終
え
て
、
五

経
全
て
の
講
釈
を
完
了
し
ま
し
た
。
父
羅
山
の
後
継
者
た
ら
ん
と
し
て
努
力
し

た
結
果
が
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
ま
す
が
、
幕
府
は
二
十
三
年
に
及
ぶ
こ
う
し
た

鵞
峰
の
労
を
賞
し
て
「
弘
文
院
」
の
称
号
を
与
え
ま
し
た
。「
弘
文
院
」
の
称

号
は
、
中
国
唐
代
に
置
か
れ
た
役
所
「
弘
文
館
」
に
基
づ
く
名
称
で
す
が
、
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「
弘
文
館
」
は
書
籍
を
収
蔵
管
理
し
、
学
士
を
置
い
て
儒
学
教
育
を
す
る
所
で

し
た
。
林
家
は
羅
山
以
来
剃
髪
・
法
体
し
て
幕
府
に
仕
え
、
鵞
峰
も
僧
官
で
あ

る
法
印
に
叙
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
林
家
は
羅
山
の
時
か
ら
儒
者
で

あ
り
な
が
ら
僧
侶
と
し
て
の
待
遇
で
幕
府
に
仕
え
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
う
し

て
「
弘
文
院
」
と
い
う
儒
者
と
し
て
の
称
号
を
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
儒
者
と
し
て
の
立
場
を
幕
府
か
ら
改
め
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る

わ
け
で
、
林
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　

鵞
峰
は
幕
府
の
御
儒
者
で
あ
る
こ
と
が
林
家
の
「
家
業
」
で
あ
る
と
強
く
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
も
「
家
業
」
に
努
め
る
こ
と
が

自
分
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
ご

紹
介
す
る
の
は
、
鵞
峰
が
五
十
一
歳
の
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
書
い
た

「
休
日
漫
筆
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
百
十
五
）
と
い
う
文
章
の
中
の
一
節

で
す
。

　

公
な
る
べ
き
と
き
は
則
ち
公
、
私
な
る
べ
き
と
き
は
則
ち
私
、
公
事
は

緩
く
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
私
事
は
意
に
任
す
べ
け
ん
か
。
意
に
任
す
る

と
き
は
則
ち
較や

や
懈お

こ
た

り
、
懈
る
と
き
は
則
ち
遂
げ
ず
。
遂
げ
ざ
る
と
き

は
則
ち
廃
す
。
然
る
と
き
は
則
ち
私
事
と
雖
も
、
日
を
限
り
時
を
刻
み
て

こ
れ
を
成
す
と
き
は
、
則
ち
自お

の

づ
か
ら
そ
の
効
を
見
ん
。
余
常
に
私
事
を

以
て
公
事
に
准
じ
て
怠
慢
せ
ず
。
故
に
勤
め
に
就
く
の
日
多
く
、
休
日
は

少
な
し
と
雖
も
、
私
の
為
す
所
も
亦
た
日
を
積
み
て
成
る
。

　

鵞
峰
は
幕
府
の
御
儒
者
と
し
て
公
務
優
先
の
日
々
を
過
ご
し
、
私
事
に
対
し

て
も
公
務
に
準
じ
て
勤
勉
で
あ
る
こ
と
で
、
林
家
の
家
業
を
子
孫
に
伝
え
て
い

こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
家
業
」
を
子
々
孫
々
に
伝
え
て
い
く
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
見
出
し
て
い

た
林
家
二
代
の
鵞
峰
に
は
二
人
の
男
子
が
あ
り
ま
し
た
。
鵞
峰
の
長
男
と
し
て

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
生
ま
れ
た
梅
洞
と
、
翌
年
の
正
保
元
年
（
一
六

四
四
）
に
生
ま
れ
た
一
歳
違
い
の
二
男
鳳
岡
で
す
。
鵞
峰
は
二
人
の
息
子
に
林

家
の
将
来
を
託
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
長
男
で
も
あ
り
、
ま
た
性
格
・
学
才
と

も
に
秀
で
た
梅
洞
に
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
生
前
の
羅

山
も
、
初
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
梅
洞
の
聡
明
さ
を
喜
ん
で
、
自
ら
英
才
教
育
を

施
し
ま
し
た
（『
西
風
涙
露
』
巻
上
）。

　

先
考
（
羅
山
を
指
す
）
天
正
十
一
年
癸
未
八
月
を
以
て
生
ま
る
。
六
十

一
年
を
歴
て
汝
（
梅
洞
を
指
す
）
寛
永
二
十
年
癸
未
八
月
を
以
て
生
ま
る
。

先
考
初
め
て
孫
を
得
、
特
に
そ
の
干
支
を
同
じ
う
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
生

ま
れ
て
三
日
に
し
て
先
考
そ
の
幼
名
又
三
郎
を
以
て
之
に
名
づ
く
。
七
、

八
歳
に
及
び
て
そ
の
幼
年
に
誦
す
る
所
の
論
孟
を
以
て
之
に
授
け
、
口
づ

か
ら
そ
の
句
読
を
教
ゆ
。
而
し
て
五
経
の
古
本
、
次
を
逐
ひ
て
以
て
授
け
、

以
て
教
へ
、
而
し
て
後
に
左
伝
・
文
選
・
蘇
黄
集
（
蘇
軾
と
黄
庭
堅
の
詩

集
）
を
口
授
し
、
而
し
て
後
に
三
史
（
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
）
を
与
へ
、

そ
の
朱
句
を
写
さ
し
む
。
詩
を
作
る
と
き
は
則
ち
之
を
和
す
。
且
つ
喜
び

て
曰
く
、「
彼
、
我
に
似
た
り
。
我
、
孫
有
り
。
そ
の
口
授
面
命
（
対
面

し
て
教
え
る
こ
と
）、
諸
子
と
雖
も
此
の
如
く
な
ら
ず
。
況
ん
や
諸
孫
に

於
い
て
を
や
」。

　

長
ず
る
に
及
ん
で
ま
す
ま
す
頭
角
を
現
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
梅
洞
の
人
と
な

り
を
、
林
家
の
門
人
で
梅
洞
の
六
歳
年
長
の
友
人
で
あ
っ
た
幕
府
御
儒
者
人
見

竹
洞
は
、
そ
の
「
梅
洞
林
先
生
全
集
序
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
褒
め
讃
え
て
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い
ま
す
。

　

君
生
ま
れ
て
骨
秀
聡
悟
、
長
じ
て
神
奇
該
博
、
夙つ

と

に
三
墳
五
典
（
中
国

古
代
の
書
物
）
の
義
を
弁
じ
、
粗
ぼ
百
家
諸
子
の
言
に
通
ず
。
聞
く
者
は

以
て
神
童
と
為
し
、
観
る
者
は
以
て
偉
器
と
為
す
。
雞
林
の
信
使
（
朝
鮮

通
信
使
）、
犀
角
（
貴
人
の
人
相
）
の
豊
盈
・
翰
苑
の
洪
業
（
学
問
の
世

界
に
お
け
る
大
き
な
仕
事
）
は
鳳
毛
（
子
が
父
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ

と
）
の
美
質
を
彰
か
に
す
と
称
す
。
そ
の
為ひ

と
と
な
り人

や
、
温
か
き
こ
と
春
風

の
如
く
、
杲あ

き

ら
か
な
る
こ
と
冬
日
の
如
く
、
清
ら
か
な
る
こ
と
氷
壷
の
如

く
、
粛し

ず

か
な
る
こ
と
玉
山
の
如
し
。
家
に
居
り
て
は
孝
弟
有
り
。
人
に
接

し
て
は
仁
愛
有
り
。
上
を
奉
ず
る
の
誠
、
百
錬
を
寸
丹
に
尽
し
、
日
を
惜

し
む
の
勤
、
分
陰
を
尺
璧
に
競
ふ
。
是
に
於
い
て
負
笈
の
生
、
自
づ
か
ら

桃
李
の
蹊
を
成
し
、
侍
席
の
徒
、
足
を
芝
蘭
の
室
に
入
る
を
得
た
り
。
故

に
学
術
日
々
に
興
り
、
教
育
月
々
に
盛
ん
な
り
。
人
皆
な
そ
の
徳
を
仰
ぎ
、

そ
の
化
を
懐
ひ
て
謂
ふ
、
郁
郁
た
る
文
彩
、
日
東
の
四
道
（
日
本
全
国
）

を
該つ

つ

み
、
煌
煌
た
る
徳
輝
、
斗
南
の
一い

ち

人に
ん

（
北
斗
星
以
南
に
た
だ
一
人
、

天
下
第
一
等
の
人
）
に
類
す
、
固
に
是
れ
希
世
の
傑
な
り
と
。

　

い
さ
さ
か
褒
め
す
ぎ
の
感
が
無
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
梅
洞
の
人
と
な
り
の

優
れ
て
い
た
こ
と
と
、
学
才
の
秀
で
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
、
一
歳
違
い
の
弟
鳳
岡
に
つ
い
て
は
、
鳳
岡
の
息
子
で
林
家
四
代
目

を
継
い
だ
榴
岡
が
、
鳳
岡
没
後
に
記
し
た
「
朝
散
大
夫
内
史
鳳
岡
先
生
林
府
君

行
状
」（『
鳳
岡
林
先
生
全
集
』）
と
い
う
文
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

　

初
め
春
信
（
梅
洞
）
は
聡
敏
絶
倫
、
名
は
一
時
を
傾
く
。
府
君
（
亡
父

の
意
、
鳳
岡
を
指
す
）
は
終
日
謙
遜
し
て
騃が

い

者し
や

（
愚
か
者
）
の
如
く
然
り
。

蓋け
だ

し
そ
の
声
聞
、
家
兄
に
差す

ぐ

る
こ
と
を
欲
せ
ざ
れ
ば
な
り
。

　

梅
洞
の
生
前
、
弟
鳳
岡
は
兄
梅
洞
と
は
対
照
的
に
、
い
つ
も
謙
遜
し
て
い
る

愚
鈍
な
人
間
に
見
え
た
が
、
そ
れ
は
鳳
岡
が
弟
と
し
て
兄
梅
洞
を
越
え
る
評
価

を
得
な
い
よ
う
遠
慮
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
兄
梅
洞
在
世

中
の
弟
鳳
岡
は
、
周
囲
か
ら
は
兄
と
比
べ
れ
ば
す
べ
て
に
劣
っ
て
い
た
パ
ッ
と

し
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
梅
洞
・
鳳
岡
兄
弟
に

対
す
る
父
鵞
峰
の
評
価
も
、
周
囲
の
見
る
と
こ
ろ
と
同
じ
で
し
た
。
鵞
峰
が
父

羅
山
の
親
友
だ
っ
た
京
都
の
詩
仙
堂
の
主
石
川
丈
山
に
宛
て
た
、
承
応
三
年

（
一
六
五
四
）
の
書
簡
「
石
丈
山
に
寄
す
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
二
十

八
）
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
年
、
梅
洞
は
十
二
歳
で

す
。　

余
、
東
に
来
た
り
て
既
に
二
十
年
、
そ
の
間
偶た

ま

々た
ま

児
童
の
頗
る
穎
悟
な

る
者
を
見
る
に
、
僅
か
に
字
を
写
し
巻
を
披
く
こ
と
有
る
と
き
は
則
ち
そ

の
親
朋
こ
れ
を
自
負
し
、
こ
れ
を
誇
説
す
。
そ
の
成
長
に
及
ぶ
と
き
は
則

ち
多
く
は
是
れ
庸
人
な
り
。
今
、
渠か

れ

（
梅
洞
を
指
す
）
未
だ
舞ぶ

勺し
ゃ
く

の
年

に
及
ば
ず
と
雖
も
、
然
る
に
雕
虫
篆
刻
の
戯
を
為
さ
ず
し
て
、
箕き

を
為
し

裘き
ゅ
う

を
為
す
の
志
有
り
。
嗚あ

呼あ

、
膝
上
の
愛
、
誰
か
こ
れ
無
か
ら
ん
や
。

誉
児
の
癖
、
こ
れ
を
慎
ま
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
渠か

れ

が
名
、
未
だ

肯
て
謾み

だ

り
に
人
に
説
か
ず
。

「
舞
勺
の
年
」
は
、
十
三
歳
。「
雕
虫
篆
刻
」
は
、
文
章
の
字
句
を
細
か
く
飾
る

こ
と
。「
箕
裘
」
は
、
先
祖
伝
来
の
業
。「
膝
上
の
愛
」
は
、
我
が
子
へ
の
愛
情
。

　

こ
の
文
章
に
は
、
聡
明
な
我
が
子
梅
洞
を
誇
り
に
し
、
林
家
の
跡
継
ぎ
と
し
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て
期
待
を
か
け
る
父
鵞
峰
の
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
書
簡
の
中

で
父
鵞
峰
が
一
歳
下
の
弟
鳳
岡
に
は
触
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
梅

洞
の
生
前
に
書
か
れ
た
父
鵞
峰
の
文
章
に
は
、
弟
鳳
岡
の
才
能
を
称
揚
す
る
よ

う
な
も
の
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
父
鵞
峰
は
長
男
梅
洞
の
器
量
を
高
く
評
価
し
、

梅
洞
に
家
督
を
譲
り
渡
せ
ば
林
家
の
将
来
は
安
泰
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

二

　

林
家
二
代
目
鵞
峰
が
幕
府
御
儒
者
と
し
て
取
り
組
ん
だ
も
っ
と
も
大
き
な
仕

事
は
、
神
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
慶
長
年
間
に
至
る
編
年
体
日
本
通
史
で
あ

る
『
本
朝
通
鑑
』
の
完
成
で
し
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
初
代
羅
山
が
幕
府
の
命

を
受
け
て
『
本
朝
編
年
録
』
と
い
う
書
名
で
編
集
に
着
手
し
た
も
の
で
し
た
が
、

羅
山
の
死
に
よ
っ
て
平
安
時
代
の
宇
多
天
皇
ま
で
で
中
絶
し
て
い
ま
し
た
。
鵞

峰
は
そ
の
後
を
つ
い
で
こ
れ
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
発
起
し
、
幕
府
に
働
き
か
け

て
編
集
事
業
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
鵞
峰
が
編
集
の
総
裁
と
な

り
、
書
名
も
『
本
朝
通
鑑
』
と
改
め
て
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
は
鵞
峰
四
十
七

歳
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
一
月
の
こ
と
で
し
た
。

　

鵞
峰
は
林
家
が
幕
府
か
ら
賜
っ
た
別
邸
地
で
あ
る
上
野
忍
岡
に
新
た
に
国
史

館
を
建
て
て
編
集
作
業
の
場
と
し
ま
し
た
。
そ
の
編
集
体
制
に
つ
い
て
、
鵞
峰

は 

寛
文
四
年
十
一
月
一
日
に
書
い
た
「
国
史
館
の
記
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』

巻
三
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

臣
が
別
墅
忍
岡
に
先
聖
殿
を
崇お

こ

す
を
以
て
、
故こ

と
さ

ら
に
攸と

こ
ろ

を
相
し
地
を

画
し
、
南
に
向
か
ひ
西
に
並
び
て
、
新
た
に
長
寮
十
五
歩
を
営
み
、
以
て

編
修
の
場
と
為
す
。
官
吏
松
信
重
（
松
平
信
重
、
小
普
請
奉
行
）
等
こ
れ

を
監
す
。
臣
を
し
て
二
男
・
門
人
・
書
生
・
筆
吏
三
十
余
輩
を
率
い
て
、

以
て
こ
れ
を
総
裁
せ
し
む
。
各
々
月
俸
・
日
支
を
賜
ふ
。
且
つ
蔵
書
庫
を

建
て
て
以
て
旧
記
を
聚
め
、
庖
厨
を
造
り
て
以
て
飲
食
を
設
く
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
い
う
と
、
鵞
峰
は
編
集
作
業
に
専
心
す
る
た
め
家
族
と

別
居
し
て
神
田
の
本
邸
か
ら
上
野
忍
岡
に
生
活
の
場
を
移
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

新
築
さ
れ
た
国
史
館
で
は
編
集
総
裁
鵞
峰
の
も
と
に
四
人
の
撰
者
が
置
か
れ
、

草
稿
の
執
筆
に
当
た
り
ま
し
た
。
鵞
峰
の
長
男
梅
洞
二
十
二
歳
、
羅
山
の
門
人

で
幕
府
儒
者
の
人
見
竹
洞
二
十
八
歳
、
羅
山
の
門
人
で
幕
府
評
定
所
に
出
仕
し

て
い
た
坂
井
伯
元
（
年
齢
未
詳
）、
鵞
峰
の
次
男
鳳
岡
二
十
一
歳
の
四
人
が
そ

の
撰
者
で
す
。
草
稿
執
筆
の
分
担
は
、
昌
泰
期
～
久
寿
期
（
八
九
八
～
一
一
五

五
）
は
梅
洞
、
保
元
期
～
文
保
期
（
一
一
五
六
～
一
三
一
八
）
は
竹
洞
、
元
応

期
～
正
長
期
（
一
三
一
九
～
一
四
二
八
）
は
伯
元
、
永
享
期
～
慶
長
期
（
一
四

二
九
～
一
六
一
一
）
は
鳳
岡
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
全
体
を
鵞
峰
が
点
検
調
整

し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
四
人
の
草
稿
執
筆
者
の
下
に
諸
生
・
侍
史
・
筆
吏
と
呼
ば

れ
る
編
集
員
が
配
さ
れ
、
さ
ら
に
十
四
人
の
傭
書
（
筆
写
係
）
が
置
か
れ
、
彼

ら
に
は
幕
府
か
ら
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。
ほ
ぼ
三
十
人
余
の
体
制
で
編

集
作
業
は
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
再
開
を
決
定
し
た
幕
閣
内
部
に
お
い
て
も
、
歴
史
編

集
の
意
義
が
必
ず
し
も
理
解
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
歴
史
編
集
の
た

め
に
は
不
可
欠
と
も
い
う
べ
き
史
料
収
集
も
周
囲
の
無
理
解
か
ら
捗
ら
ず
、
さ

ら
に
世
間
か
ら
は
歴
史
編
集
な
ど
無
用
の
長
物
だ
と
嘲
笑
さ
れ
る
な
ど
、
国
史

館
で
の
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
作
業
は
逆
風
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

編
集
総
裁
と
し
て
鵞
峰
は
退
路
を
断
ち
、
一
命
を
賭
し
て
、
編
集
作
業
に
邁
進
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し
ま
し
た
。
国
史
館
で
の
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
作
業
が
漢
文
体
の
日
記
形
式

で
克
明
に
記
録
さ
れ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
『
国
史
館
日
録
』

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
編
集
作
業
の
具
体
的
な
進
捗
状
況
や
、

そ
の
時
々
の
鵞
峰
の
思
い
、
そ
し
て
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
に
関
わ
る
人
々
の

人
物
評
価
が
率
直
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
編
集
作
業
に
取
り
か
か
っ
て

か
ら
四
ヶ
月
後
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
三
月
二
十
日
に
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
り
ま
す
。

　

正
月
八
日
よ
り
今
日
に
至
り
て
七
十
余
日
、
休
日
を
除
く
の
外
、
一
日

も
怠
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
編
集
は
望
洋
と
し
て
測
る
べ
か
ら
ず
。
小
を

積
み
て
大
を
成
す
の
志
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
何
ぞ
成
功
す
べ
け
ん
や
。
旃こ

れ

を
勉
め
よ
。

　

新
年
の
仕
事
始
め
は
一
月
八
日
、
国
史
館
の
休
日
は
月
に
五
日
、
休
日
以
外

の
日
は
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
が
勤
務
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

規
則
正
し
く
日
々
倦
む
こ
と
無
く
勤
勉
に
編
集
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
て
も
、

な
か
な
か
先
は
見
え
な
い
と
嘆
き
、
し
か
し
、
日
々
勤
勉
に
編
集
作
業
を
積
み

重
ね
て
い
く
以
外
に
、
完
成
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
己
を
叱
咤
激
励

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
こ
れ
か
ら
二
年
近
く
が
経
っ
た
寛
文
七
年
五
月
八
日
、
鵞
峰
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

余
、
初
め
て
此
事
を
奉
ず
る
の
時
、
既
に
元
老
に
対
し
て
、
史
館
を
以

て
戦
場
に
比
す
。
今
、
不
幸
に
し
て
一
身
に
些い

さ
さ

か
の
楽
し
み
も
無
し
。

又
た
一
願
も
無
し
。
唯
だ
生
死
を
以
て
斯し

文ぶ
ん

に
繋か

く
る
の
み
。
成
る
と
成

ら
ざ
る
と
、
則
ち
毫ふ

で

を
握
り
几き

案あ
ん

の
間
に
斃た

お

る
る
は
我
が
素
志
な
り
。
実

に
是
れ
死
戦
の
場
な
り
。

　
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
所
で
あ
る
国
史
館
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
死
を
賭
し

た
戦
場
だ
と
い
う
悲
壮
な
決
意
を
、
鵞
峰
は
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
か
の
よ
う

に
書
き
留
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
「
死
戦
の
場
」
国
史
館
で
奮
闘
す
る
鵞
峰
を
も
っ
と
も
よ
く
支
え

た
の
が
、『
本
朝
通
鑑
』
撰
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
長
男
梅
洞
で
し
た
。
梅
洞

没
後
、
鵞
峰
が
梅
洞
の
死
を
哀
惜
し
て
著
し
た
『
西
風
涙
露
』
の
巻
下
に
お
い

て
、
国
史
館
で
梅
洞
が
果
た
し
た
役
割
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

方ま
さ

に
今
、
余
が
門
下
及
び
館
中
の
諸
徒
、
相
睦
み
て
交
は
り
悪
し
か
ら

ず
。
想
ふ
に
夫そ

れ
汝
（
梅
洞
を
指
す
）
能
く
導
き
、
能
く
交
は
る
が
故
か
。

抑そ
も
そ

も
又
た
汝
が
人
と
為
り
を
見
て
、
慙は

ぢ
て
然
ら
ざ
る
か
。
汝
自
ら
謙

遜
し
て
人
を
侮
ら
ず
。
黽び

ん

勉ぺ
ん

し
て
人
に
輸ま

け
ず
。
言
行
相
顧
み
て
多
言
な

ら
ず
、
妄
戯
せ
ず
。
故
に
人
の
為
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
ず
し
て
、
衆
の
為
に
好よ

み
せ
ら
る
る
な
り
。
人
の
長
ず
る
所
を
長
と
し
て
以
て
相
妒ね

た

ま
ず
、
人
の

短
な
る
所
を
短
と
し
て
こ
れ
を
教
へ
て
黜し

り
ぞ

け
ず
。
故
に
門
下
は
皆
な
志

を
同
じ
く
し
、
館
中
は
皆
な
類
を
同
じ
く
す
。
未
だ
口
論
の
出
づ
る
を
聞

か
ず
、
悪
声
の
相
反
す
る
こ
と
有
ら
ず
。

　

梅
洞
は
そ
の
人
格
的
な
魅
力
に
よ
っ
て
、
国
史
館
や
林
家
一
門
の
中
に
和
睦

を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
国
史
館
で
の
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
と
、
林
家
の
学
塾
で
の
門
人

教
育
と
は
本
来
的
に
は
別
々
の
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
国
史
館
と
林
家
の
塾

と
が
同
じ
上
野
忍
岡
の
林
家
の
別
邸
地
の
中
に
あ
り
、
ま
た
林
家
の
門
人
た
ち
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の
多
く
は
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、『
本
朝
通
鑑
』

の
編
集
と
門
人
教
育
と
は
実
際
は
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

現
実
的
な
問
題
と
し
て
は
、
な
か
な
か
捗
ら
な
い
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
を
完

成
に
向
け
て
加
速
す
る
た
め
に
は
、
林
家
の
門
人
た
ち
の
学
力
向
上
が
必
須
の

課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
員
を
取
り
ま
と
め
て

編
集
総
裁
で
あ
る
父
鵞
峰
を
支
え
、
い
ず
れ
父
鵞
峰
の
跡
を
継
い
で
林
家
の
三

代
目
当
主
に
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
梅
洞
は
、
林
家
塾
の
教
育
体
制
を
現

状
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
改
革
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
開
始

か
ら
一
年
半
余
り
後
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
四
月
に
、
梅
洞
は
林
家
の
家

塾
に
「
五
科
十
等
」
の
制
を
設
け
る
こ
と
を
父
鵞
峰
に
進
言
し
ま
し
た
。

　

こ
の
「
五
科
十
等
」
制
の
制
定
に
つ
い
て
、
鵞
峰
は
『
西
風
涙
露
』
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

今
夏
、
余
、
汝
が
固
く
請
ふ
に
因
つ
て
、
私
に
経
・
史
・
文
・
詩
・
倭

学
の
五
科
を
設
け
、
十
品
を
分
か
ち
、
甲
よ
り
癸
に
至
る
。
各
々
そ
の
才

を
量
り
て
こ
れ
が
次
第
を
為
す
。
且
つ
四
員
長
を
置
い
て
、
以
て
こ
れ
が

教
授
と
為
す
。
汝
、
員
長
と
為
り
て
以
て
こ
れ
を
指
揮
す
る
に
、
親
疎
の

私わ
た
く
し

有
ら
ず
。
是
に
お
い
て
此
地
三
十
余
年
を
経
て
、
祭
儀
・
教
化
共
に

成
り
て
、
初
め
て
真
の
学
校
と
為
る
。
皆
な
是
れ
汝
が
挙
す
る
所
な
り
。

謂い

ひ
つ
べ
し
、
能
く
乃だ

い

祖そ

（
羅
山
を
指
す
）
の
志
を
継
ぎ
、
余
が
事
業
を

成
す
者
な
り
と
。

　

梅
洞
の
進
言
し
た
「
五
科
十
等
」
の
制
を
定
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
家
の

家
塾
は
初
め
て
学
校
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

「
五
科
十
等
」
制
の
具
体
的
な
規
定
は
、
鵞
峰
の
寛
文
六
年
四
月
二
十
四
日
付

け
の
「
忍
岡
家
塾
規
式
」（『
鵞
峰
林
学
詩
文
集
』
巻
五
十
一
）
と
い
う
文
章
に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
五
科
」

と
は
経
科
・
史
科
・
文
科
・
詩
科
・
倭
学
科
の
五
科
目
を
い
い
、「
十
等
」
と

は
十
干
を
名
目
と
す
る
甲
等
か
ら
癸
等
ま
で
の
十
等
級
を
い
う
。
さ
ら
に
こ
の

「
十
等
」
は
、
上
等
（
甲
等
・
乙
等
・
丙
等
）、
中
等
（
丁
等
・
戊
等
・
己
等
）、

下
等
（
庚
等
・
辛
等
・
壬
等
・
癸
等
）
と
い
う
三
段
階
に
区
分
け
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　
「
五
科
十
等
」
に
お
け
る
等
級
の
進
級
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

経
科
・
史
科
・
倭
学
科
の
三
科
目
に
つ
い
て
は
、
試
験
を
し
て
、
そ
の
結
果
に

よ
っ
て
一
等
を
進
め
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
り
の
文
科
と
詩
科
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
は
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
佳
作
や
優
秀
な
作
品
を
ど
れ
だ

け
作
っ
た
か
、
そ
の
数
に
よ
っ
て
等
級
の
進
級
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
塾
生
の
待
遇
・
呼
称
も
「
五
科
十
等
」
の
制
に
基
づ
い
て
決
め
ら

れ
、
五
科
い
ず
れ
も
甲
等
に
昇
っ
た
者
に
は
「
大
員
長
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
、

「
大
員
長
」
の
下
に
「
左
員
長
」「
右
員
長
」「
権
左
員
長
」「
権
右
員
長
」
と
い

う
四
員
長
が
置
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
四
員
長
に
な
れ
る
の
は
、「
員
長
」
の

下
に
置
か
れ
た
「
員
実
生
」
中
の
傑
出
し
て
い
る
者
で
、
以
下
の
四
件
の
仕
事

を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
者
か
ら
選
ば
れ
ま
し
た
。
四
件
の
第
一
は
、
塾
生
の

要
望
に
応
じ
て
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
第
二
は
、
塾
生
か
ら
の
質
問

に
正
し
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
第
三
は
、
塾
生
の
詩
文
の
草
稿
を
訂

正
で
き
る
こ
と
。
第
四
は
、
塾
生
の
五
科
の
進
歩
を
試
験
し
て
公
平
に
進
級
を

推
挙
で
き
る
こ
と
で
し
た
。

成蹊国文48（揖斐高）.indd   7 2015/02/13   9:47:11



― 8 ―

揖斐高　林家の危機

　

こ
う
し
た
四
員
長
の
下
に
置
か
れ
た
の
が
「
員
実
生
」
で
す
。「
員
実
生
」

は
、
経
科
・
史
科
・
文
科
・
詩
科
の
中
等
に
い
て
、
そ
の
中
で
い
ず
れ
の
科
に

お
い
て
も
一
等
級
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
者
が
充
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
員

実
生
」
よ
り
下
位
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
限
定
さ
れ
た
得
意
科
目

の
評
価
に
よ
っ
て
「
員
特
生
」
と
「
員
秀
生
」
と
が
置
か
れ
ま
し
た
。「
員
特

生
」
は
、
経
科
の
学
力
は
上
等
に
至
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
科
目
が
得
意
で

は
な
い
者
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
す
。
ま
た
、
歴
史
科
あ
る
い
は
倭
学
科
の
学

力
が
上
等
に
至
っ
て
い
る
者
も
、
こ
の
「
員
特
生
」
に
准
ず
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。「
員
秀
生
」
は
、
文
科
・
詩
科
に
お
い
て
中
等
の
者
が
、
両
科
に
お
い

て
一
等
を
進
め
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
す
。
つ
ま
り
、「
員
長
」
や

「
員
実
生
」
が
総
合
的
な
学
力
評
価
に
よ
っ
て
塾
生
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ

る
の
に
対
し
、「
員
特
生
」
や
「
員
秀
生
」
は
学
力
の
専
門
性
を
評
価
し
て
与

え
ら
れ
る
称
号
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
塾
生
の
学
力
評
価
に
お

い
て
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
区
別
す
る
意
識
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
上
記
の
称
号
の
下
に
「
萌
生
」

が
置
か
れ
、
科
目
毎
に
下
等
に
あ
る
者
が
中
等
に
進
ん
だ
と
き
に
、
こ
の
称
号

が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
な
お
、
未
だ
下
等
に
入
ら
な
い
者
は
「
末
生
」
と
称
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
、
林
家
の
塾
生
は
二
十
余
名
で
し
た
が
、
大
員
長
は
空
席
、
左
員
長
に

梅
洞
、
右
員
長
に
人
見
竹
洞
、
権
左
員
長
に
坂
井
伯
元
、
権
右
員
長
に
鳳
岡
が

宛
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
四
員
長
は
『
本
朝
通
鑑
』
の
草
稿
執
筆
者
で
あ
り
、

こ
こ
に
も
『
本
朝
通
鑑
』
編
集
と
連
携
さ
せ
た
家
塾
の
制
度
改
革
で
あ
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
、
員
長
の
下
に
配
さ
れ
た
員
実
生
・
員
特
生
・

員
秀
生
に
つ
い
て
は
該
当
者
な
し
と
さ
れ
て
お
り
、
塾
生
の
学
力
に
対
す
る
評

価
が
か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
家
塾

の
制
度
改
革
を
し
て
塾
生
の
学
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
家
塾
の
制
度
改
革
を
率
先
し
た
の
は
梅
洞
で
し
た
が
、
そ
の
梅
洞

は
「
忍
岡
家
塾
規
式
」
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
お
よ
そ
二
ヶ
月
後
の
寛
文
六
年

（
一
六
六
六
）
八
月
四
日
に
瘧
（
マ
ラ
リ
ア
性
の
熱
病
）
を
発
病
し
、
そ
の
翌

月
九
月
一
日
に
二
十
四
歳
で
病
没
し
ま
し
た
。
病
中
、
熱
に
冒
さ
れ
て
い
た
梅

洞
は
「
大
員
長
と
為
ら
ず
ん
ば
死
せ
ず
」（『
西
風
涙
露
』）
と
い
う
譫う

わ

言ご
と

を
口

走
っ
た
と
い
い
ま
す
。
家
塾
改
革
を
率
先
し
た
梅
洞
の
熱
意
の
大
き
さ
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。

三

　
『
本
朝
通
鑑
』
編
集
に
お
け
る
も
っ
と
も
頼
り
に
な
る
補
佐
役
で
あ
り
、
ま

た
林
家
塾
の
制
度
改
革
に
率
先
し
て
取
り
組
ん
だ
長
男
梅
洞
の
予
期
し
な
い
突

然
の
死
は
、
父
鵞
峰
に
深
刻
な
傷
手
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。『
本
朝
通
鑑
』
の

編
集
日
記
と
し
て
『
国
史
館
日
録
』
と
い
う
克
明
な
漢
文
体
日
記
が
つ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
『
国
史
館
日
録
』
は
梅
洞
が
没

し
た
九
月
一
日
で
途
切
れ
、
以
後
四
十
日
間
、
十
月
十
一
日
に
再
開
さ
れ
る
ま

で
中
断
し
て
い
ま
す
。
こ
の
四
十
日
間
は
鵞
峰
が
悲
し
み
に
く
れ
喪
失
感
に
打

ち
の
め
さ
れ
た
期
間
で
し
た
。『
日
録
』
が
再
開
さ
れ
た
十
月
十
一
日
の
記
事

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

十
月
十
一
日
、
春
信
（
梅
洞
）
没
後
、
昨
日
に
至
り
て
四
十
日
、
館
事
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廃
す
。
今
日
、
再
挙
し
て
事
に
就
く
。
…
…
…
…
凡
そ
見
る
所
、
聞
く
所
、

考
ふ
る
所
、
補
ふ
所
、
悉
く
是
れ
春
信
の
墨
痕
な
り
。
胸
襟
鬱
陶
し
て
言

ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
強
勉
し
て
之
を
為
す
。
嗚
呼
、
官
事
盬も

ろ

き
こ
と
無

し
（
公
の
仕
事
は
大
切
な
も
の
な
の
で
、
力
を
尽
す
べ
き
で
あ
る
）。
豈

に
其
れ
忽こ

っ

諸し
ょ

（
な
お
ざ
り
）
な
ら
ん
や
。
九
月
朔
よ
り
眼
は
書
を
見
る
こ

と
能
は
ず
、
手
は
筆
を
執
る
こ
と
能
は
ず
。
今
日
初
め
て
硯
を
吹
き
、
机

を
掃
く
云
々
。

　

四
十
日
に
及
ぶ
空
白
期
間
を
経
た
後
、『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
を
再
開
し
た

も
の
の
、
父
鵞
峰
の
梅
洞
哀
悼
の
思
い
は
、
林
家
の
将
来
に
対
す
る
不
安
と
重

な
り
合
っ
て
、
鵞
峰
の
心
を
強
く
揺
り
動
か
し
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た

な
か
で
鵞
峰
は
門
人
を
筆
記
役
に
し
て
十
月
十
三
日
か
ら
口
述
を
始
め
、
そ
れ

は
二
週
間
後
の
十
月
二
十
七
日
ま
で
続
き
ま
し
た
。
鵞
峰
は
憂
悶
の
思
い
を
吐

露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
れ
自
身
の
不
安
定
な
精
神
状
態
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
試
み
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
漢
文
体
の
口
述
筆
記
が
『
西

風
涙
露
』
三
巻
で
す
。
初
代
羅
山
以
後
の
林
家
一
門
の
来
し
方
を
振
り
返
り
、

林
家
一
門
の
期
待
の
星
で
あ
っ
た
梅
洞
の
夭
折
を
悼
み
、
林
家
一
門
の
危
機
的

な
現
状
を
憂
う
る
と
い
う
、
八
十
七
条
か
ら
な
る
回
想
記
と
で
も
い
う
べ
き
著

作
で
す
。
そ
の
中
で
、
梅
洞
が
没
し
た
直
後
に
、
自
ら
が
陥
っ
た
錯
乱
状
態
を

鵞
峰
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

汝
没
す
る
時
、
余
の
見
る
所
、
聞
く
所
、
皆
な
憂
ひ
な
り
。
余
が
心
、

狂
す
る
が
如
し
。
自
ら
以お

も

為え
ら

く
、
生
き
て
恥
あ
ら
ん
よ
り
は
、
寧む

し

ろ
死
せ

る
が
愈ま

さ

れ
り
と
為
す
な
り
。
若
し
頓
死
せ
ば
幸
と
為
す
と
な
り
。

…
…
…
…
余
、
家
を
継
ぐ
こ
と
十
年
、
幸
に
し
て
所
生
（
父
母
）
を
辱
め

ざ
れ
ば
則
ち
足
り
ぬ
。
今
、
大
変
に
遇
ひ
て
精
神
昏
冥
、
言
動
正
し
か
ら

ず
。
若
し
長
く
存
せ
ば
則
ち
嘲
り
有
ら
ん
。
胸
中
錯
乱
、
思
慮
定
ま
ら
ず
、

昼
と
無
く
夜
と
無
く
、
展
転
反
側
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
鵞
峰
の
嘆
き
は
、
単
に
夭
折
し
た
子
を
思
う
親
と
し
て
の
感

情
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鵞
峰
は
幕
府
に
仕
え
る
御
儒

者
で
あ
る
こ
と
を
「
家
業
」
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

ま
し
た
が
、
鵞
峰
は
親
・
子
・
孫
と
三
代
続
い
て
こ
そ
「
家
業
」
と
称
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
鵞
峰
は
『
西
風
涙
露
』
巻
中
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

古
い
に
し
え

に
云
ふ
、「
医
は
三
世
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
そ
の
薬
を
飲
ま
ず
」
と
。

豈
に
そ
れ
医
の
み
な
ら
ん
や
。
曾
て
一
耆
老
有
り
。
余
に
謂
ひ
て
曰
く
、

「
頼
信
・
頼
義
・
義
家
相
継
い
で
武
名
籍
甚
た
り
。
故
に
源
家
繁
昌
す
。

清
盛
の
如
き
は
一
世
の
威
を
逞
し
く
す
と
雖
も
、
然
も
重
盛
（
清
盛
の
長

男
）
は
早
く
薨
じ
て
宗
盛
（
清
盛
の
三
男
、
清
盛
没
後
平
家
を
率
い
た
）

は
昏こ

ん
だ懦

な
り
。
故
に
平
家
衰
へ
ぬ
」
と
。
我
が
家
業
は
先
考
こ
れ
を
草
創

し
、
我
と
靖
（
鵞
峰
の
弟
読
耕
斎
）
と
こ
れ
を
守
成
す
。
汝
（
梅
洞
を
指

す
）
に
至
り
て
則
ち
三
世
相
続
く
。
今
何
ぞ
不
幸
に
し
て
此
に
至
る
。

　

初
代
羅
山
の
草
創
を
継
い
だ
自
分
を
経
て
、
梅
洞
が
三
代
目
を
受
け
継
ぐ
こ

と
で
、
林
家
の
「
家
業
」
が
確
立
さ
れ
る
と
鵞
峰
は
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
だ
け
の
器
量
を
梅
洞
は
具
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
梅
洞
の
突
然
の
死
は
、
子
を
失
っ
た
親
と
し
て
の
哀
し
み
の
感
情
に
止

ま
る
こ
と
な
く
、
林
家
の
危
機
と
い
う
こ
と
を
強
く
鵞
峰
に
意
識
さ
せ
た
の
で

す
。
梅
洞
の
死
後
、
鵞
峰
の
常
軌
を
逸
し
た
悲
嘆
の
あ
り
さ
ま
を
心
配
し
た
友
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人
に
対
し
、
鵞
峰
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
『
西
風
涙
露
』
の
記
事
か
ら

も
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
憂
ふ
る
所
は
啻た

だ

に
天
性
の
愛
の
み
に
匪あ

ら

ず
。
家
業
の
衰
へ
を
憂
へ
て

な
り
。
家
業
の
衰
へ
を
憂
ふ
る
は
忠
孝
を
忘
れ
ざ
る
が
故
な
り
。
慤か

く

（
梅

洞
の
名
）
存
す
る
と
き
は
則
ち
家
業
全
く
し
て
忠
孝
成
る
べ
く
、
慤か

く

没
す

る
と
き
は
則
ち
家
業
危
う
く
し
て
忠
孝
闕か

く
。
余
に
慤か

く

有
る
は
猶
ほ
武
夫

の
弓
矢
を
持
す
る
が
ご
と
し
。
弓
矢
已
に
失
ふ
。
憑た

の

む
所
無
し
。
卿け

い

（
な

ん
じ
）
そ
れ
察
せ
よ
。

　

今
の
自
分
の
常
軌
を
逸
し
た
悲
嘆
は
、
子
を
失
っ
た
親
の
恩
愛
の
情
に
よ
る

も
の
だ
け
で
は
な
い
。
期
待
の
星
で
あ
っ
た
息
子
梅
洞
は
自
分
に
と
っ
て
は
武

士
に
お
け
る
弓
矢
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。
弓
矢
と
い
う
武
器
無
く
し
て
武
士

は
闘
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
頼
り
と
す
べ
き
武
器
で
あ
っ
た
梅
洞
の
死
は
、
林

家
に
危
機
的
な
状
況
を
も
た
ら
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
自
分

は
憂
え
悶
え
て
い
る
の
だ
と
鵞
峰
は
答
え
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
時
の
経
過
と
と
も
に
長
男
梅
洞
の
死
を
よ
う
や
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
鵞
峰
は
、
必
然
的
に
次
男
鳳
岡
に
「
守
成
」
す
な
わ
ち
「
家

業
」
確
立
へ
の
期
待
を
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
実
問
題
と
し
て
、
兄

の
陰
に
隠
れ
て
愚
鈍
に
見
え
て
い
た
次
男
鳳
岡
以
外
に
、
林
家
の
将
来
を
背
負

う
人
材
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
梅
洞
没
後
十
ヶ
月
近
く
経
っ
た
寛
文
七
年
（
一

六
六
七
）
七
月
一
日
の
『
国
史
館
日
録
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
り
ま
す
。

　

嗚
呼
、
信
（
春
信
す
な
わ
ち
梅
洞
）
や
惜
し
む
べ
し
。
自
ら
惜
し
む
の

み
に
非
ず
、
世
の
為
、
人
の
為
に
も
亦
た
惜
し
む
。
常
（
春
常
す
な
わ
ち

鳳
岡
）
や
頗
る
勤
学
の
志
有
り
。
然
る
に
今
多
病
な
り
。
そ
の
快
復
し
て

箕き
き
ゅ
う裘

（
父
の
業
を
継
ぐ
こ
と
）
を
辱

は
ず
か
し

め
ざ
る
を
待
つ
の
み
。

　

こ
う
し
て
兄
梅
洞
没
後
、
父
鵞
峰
お
よ
び
て
一
門
の
期
待
を
背
負
う
よ
う
に

な
っ
た
弟
鳳
岡
の
気
持
に
は
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
兄
梅
洞
没
後

ほ
ど
な
く
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
鳳
岡
の
詩
が
あ
り
ま
す
。

感
懐
三
首
（『
鳳
岡
林
先
生
全
集
』
巻
四
十
四
）
う
ち
一
首

師
兄
永
訣
欲
憑
誰　
　
　

師
兄
永
訣
す　

誰
を
か
憑た

よ

ら
ん
と
欲
す

家
業
何
教
微
力
支　
　
　

家
業　

何
ぞ
微
力
を
し
て
支
え
教し

め
ん

憂
鬱
満
腔
推
不
去　
　
　

憂
鬱　

腔こ
う

に
満
ち
て　

推お

せ
ど
も
去
ら
ず

枉
随
世
態
強
開
眉　
　
　

枉ま

げ
て
世
態
に
随
ひ
強
い
て
眉
を
開
く

　

兄
梅
洞
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
、
林
家
の
家
業
を
承
け
継
ぐ
立
場
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
自
ら
の
微
力
を
自
覚
す
る
鳳
岡
に
と
っ
て
、
憂
鬱
な
気
分
は
体

中
に
満
ち
て
ど
う
し
て
も
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
世
間
の
目

を
意
識
し
て
無
理
に
で
も
深
刻
な
表
情
に
な
ら
な
い
よ
う
笑
い
を
見
せ
て
い
る

と
い
う
の
で
す
。
自
分
に
林
家
の
幕
府
御
儒
者
と
し
て
の
家
業
を
継
ぐ
だ
け
の

能
力
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
自
信
の
持
て
な
い
鳳
岡
は
「
憂
鬱
」
な
気
分
に
と

ら
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
父
鵞
峰
お
よ
び
一
門
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
決
意
し
た
鳳
岡
は
、

兄
梅
洞
在
世
中
と
は
う
っ
て
変
わ
り
一
転
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
始
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
家
塾
で
の
経
書
の
講
読
や
漢
詩
文
の
創
作
に
も
意
欲
的

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
国
史
館
で
の
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
作
業

に
お
い
て
も
、
梅
洞
に
代
わ
っ
て
父
鵞
峰
の
補
佐
役
を
積
極
的
に
勤
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
梅
洞
没
後
三
年
の
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
十
二
月
二
十
六

日
に
書
か
れ
た
「
男む

す
こ

戇こ
う

（
鳳
岡
の
こ
と
）
に
示
す
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
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巻
四
十
）
と
い
う
文
章
に
お
い
て
、
鵞
峰
は
男
鳳
岡
に
対
し
て
な
お
い
っ
そ
う

の
努
力
を
す
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

我
、
今
、
唯
だ
一
子
の
み
。
そ
の
平
生
頤い

養よ
う

（
育
て
養
う
）
し
て
病
無

か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。
然
も
家
業
は
汝
（
鳳
岡
を
指
す
）
に
非
ざ
れ
ば
則

ち
附
続
す
可
き
の
方
無
し
。
今
、
汝
、
病
無
く
し
て
健
や
か
な
り
。
読
書

の
勤
め
も
亦
た
懈
ら
ず
。
我
喜
び
て
寝
ね
ず
。
猶
ほ
期
す
、
勤
む
る
こ
と

の
熟
し
て
労
を
忘
る
る
の
境
に
到
り
、
漸
漸
と
し
て
次
を
逐
ひ
て
先
考

（
羅
山
の
こ
と
）
の
化
（
教
化
・
徳
化
）
に
企
て
及
ば
ん
こ
と
を
。

　

梅
洞
没
後
あ
ら
た
な
体
制
で
臨
ん
だ
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
集
は
、
梅
洞
が
没

し
て
四
年
後
の
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
完
成
し
将
軍
に
献
上
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
恩
賞
と
し
て
編
集
総
裁
の
鵞
峰
は
家
禄
二
百
石
の
加
増
を
受
け
、
鳳
岡
以

下
編
集
に
関
わ
っ
た
林
家
一
門
に
も
そ
れ
ぞ
れ
恩
賞
が
下
賜
さ
れ
、『
本
朝
通

鑑
』
の
編
集
費
用
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
九
十
五
人
扶
持
は
、
以
後
林
家
の

家
塾
運
営
費
用
と
し
て
あ
ら
た
め
て
林
家
に
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

長
男
梅
洞
の
突
然
の
死
は
林
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
危
機
で
し
た
。
し
か
し
、

『
本
朝
通
鑑
』
完
成
の
た
め
に
鵞
峰
と
次
男
鳳
岡
そ
し
て
一
門
の
門
人
た
ち
が

持
て
る
能
力
を
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
林
家
は
そ
の
危
機
を
脱
し
、
御
儒

者
と
し
て
の
林
家
の
体
制
を
固
め
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
『
本
朝
通
鑑
』
完
成
後
十
年
の
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）、
林
家
二
代
の
鵞
峰

は
六
十
三
歳
で
没
し
、
鳳
岡
が
三
十
七
歳
で
家
督
を
継
ぎ
林
家
三
代
と
な
り
ま

し
た
。
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
寵
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
鳳
岡
は
四
十
八
歳

の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
幕
府
の
命
で
聖
堂
と
家
塾
を
上
野
忍
岡
か
ら
湯

島
に
拡
充
・
移
転
さ
せ
、
同
時
に
新
た
に
大
学
頭
と
い
う
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
蓄

髪
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
林
家
の
当
主
は
法
印
と
い
う
僧
官
に
任
ぜ

ら
、
剃
髪
法
体
し
て
幕
府
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
表
向
き
林
家
は
僧

侶
と
し
て
の
待
遇
で
幕
府
に
仕
え
て
い
た
わ
け
で
す
。
古
代
の
律
令
制
の
も
と

で
は
朝
廷
の
学
問
を
管
掌
す
る
官
職
は
大
学
頭
で
し
た
が
、
室
町
幕
府
以
来
、

幕
府
の
学
問
は
僧
侶
が
司
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
江
戸
幕
府
も
こ
れ
を

踏
襲
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
林
家
は
三
代
鳳
岡
の
時
に
初
め
て
大
学
頭
と

い
う
儒
者
に
相
応
し
い
官
職
を
、
江
戸
幕
府
の
組
織
の
中
で
正
式
に
得
た
の
で

す
。
幕
府
に
儒
者
と
し
て
仕
え
る
林
家
の
「
家
業
」
の
「
守
成
」
は
、
こ
こ
で

よ
う
や
く
果
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
初
代
林
羅
山
が
徳
川
家
康
に

仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
実
に
八
十
五
年
後
の
こ
と
で
し
た
。

［
付
記
］　

本
稿
は
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
日
（
日
）
に
新
宿
歴
史
博
物
館
で
お
こ
な
わ

れ
た
公
開
講
座
「
江
戸
の
朱
子
学
」
第
一
回
の
講
演
録
で
あ
る
。

（
い
び
・
た
か
し　

本
学
特
任
教
授
）
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