
米
沢
古
文
書
研
究
会
双
書

古
文
書
（
く
ず
し
字
）
を
読
ん
で
み
よ
う
・
現
代
語
訳
付
き

知
っ
て
お
き
た
い
明
君
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

側
近
が
見
た

上
杉
鷹
山
の
素
顔

ぎ
ょ
う
そ
へ
ん

「
翹
楚
篇
」
を
読
む

岡

崎

勝

利

平

賀

陽

子





は
じ
め
に

米
沢
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
上
杉
家
の
城
下
町
で
し
た
。
減
封
が
相
次
ぎ
、
十
五
万
石
の
領
地
に
約
五
千
人
も
の
武
士
を
抱

え
て
、
八
代
藩
主
重
定
の
時
代
に
は
、
財
政
難
に
あ
え
ぎ
、
尾
張
藩
を
通
じ
、
幕
府
に
藩
土
返
上
の
上
、
領
主
を
辞
め
る
と
い

し
げ
さ
だ

う
こ
と
を
相
談
す
る
ほ
ど
で
し
た
。
し
か
し
、
九
代
藩
主
上
杉
治
憲
（
鷹
山
の
号
の
方
が
馴
染
み
が
深
い
）
の
改
革
に
よ
り
再

は
る
の
り

よ
う
ざ
ん

建
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
治
憲
（
鷹
山
）
の
日
常
の
言
行
に
つ
い
て
、
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
書
物
が
「
翹
楚
篇
」

ぎ
よ
う
そ
へ
ん

で
す
。
治
憲
（
鷹
山
）
が
世
子
で
あ
っ
た
明
和
年
間
か
ら
、
藩
主
時
代
を
経
て
、
隠
居
の
身
と
な
っ
た
天
明
年
間
ま
で
の
逸
話
を
、

近
習
と
し
て
側
近
く
に
仕
え
た
莅
戸
九
郎
兵
衛
善
政
が
五
十
六
の
ト
ピ
ッ
ク
に
し
て
書
き
起
こ
し
て
い
ま
す
。

の
ぞ
き

よ
し
ま
さ

寛
政
元
（
一
七
八
八
）
年
四
月
の
序
が
あ
り
、
寛
政
二
年
九
月
に
治
憲
（
鷹
山
）
の
嫡
子
顕
孝
に
父
治
憲
の
言
行
を
伝
え
る

あ
き
た
か

目
的
で
献
上
し
た
と
あ
り
ま
す
。
逸
話
は
年
代
が
順
不
同
で
、
は
っ
き
り
分
か
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
似
通
っ
た
傾
向
の
テ

ー
マ
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

米
沢
古
文
書
研
究
会
で
は
、「
翹
楚
編
」
を
二
〇
一
四
年
五
月
～
二
〇
一
七
年
四
月
ま
で
三
年
間
に
亘
り
例
会
で
輪
読
し
ま
し

た
。
例
会
の
テ
キ
ス
ト
に
は
市
立
米
沢
図
書
館
が
所
蔵
す
る
写
本
十
冊
ほ
ど
の
内
の
一
冊
で
比
較
的
読
み
や
す
い
一
冊
を
選
び
ま

し
た
。
ち
な
み
に
善
政
が
書
き
起
こ
し
た
自
筆
本
は
、
当
地
に
は
無
く
、
東
京
の
三
康
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

研
究
会
の
例
会
は
月
二
回
、
Ⅰ
部
と
Ⅱ
部
に
別
け
て
、
夫
々
二
種
類
の
教
材
を
輪
読
す
る
形
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
翹

楚
編
」
は
比
較
的
読
み
や
す
い
教
材
と
し
て
Ⅱ
部
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
成
果
と
し
て
原
文
の
解
読
と
、
簡
潔
で
は



あ
り
ま
す
が
現
代
語
訳
が
得
ら
れ
た
の
で
、
形
と
し
て
残
そ
う
と
、
こ
の
本
の
作
成
に
至
り
ま
し
た
。
何
分
に
も
古
文
書
に
親
し

み
た
い
と
集
ま
っ
た
市
民
の
会
で
す
の
で
未
熟
で
も
あ
り
、
不
備
な
点
な
ど
多
々
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ご
指
摘
な
ど
研
究
会
に

寄
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

研
究
会
の
例
会
で
は
、
テ
キ
ス
ト
を
会
員
が
順
に
読
み
上
げ
て
検
討
す
る
方
式
で
進
め
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
必
ず
一
か
所
、

ど
こ
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
日
に
読
む
文
書
を
最
初
に
読
み
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
も
っ
て
読
ん
で
来
な
い
と

中
々
読
め
な
い
の
で
皆
さ
ん
入
念
に
予
習
さ
れ
て
研
究
会
に
来
ら
れ
ま
す
。
自
分
で
は
読
め
て
い
る
と
思
っ
て
も
、
例
会
で
は
違

っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
屡
々
あ
る
の
で
す
。
特
に
変
体
仮
名
は
紛
ら
わ
し
い
も
の
で
す
。
例
え
ば
「
へ
」
と
「
え
」
等
、
気
を
付

け
な
い
と
崩
し
字
の
「
衣
（
え
）」
を
「
へ
」
と
読
ん
だ
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
又
、
こ
の
「
翹
楚
篇
」
の
文
中
に
、「
餅
菓
子
」

と
出
て
き
た
後
に
「
餅
く
わ
し
」
と
書
き
表
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
。「
食
わ
す
」
で
は
な
く
「
菓
子
（
ク
ワ
シ
）」
で

し
た
。
旧
仮
名
遣
い
は
紛
ら
わ
し
い
で
す
ね
。

中
に
は
、
会
が
進
み
、
自
分
の
読
む
番
が
来
る
と
思
う
と
、
大
変
緊
張
し
て
、
読
み
終
え
た
と
き
に
は
ホ
ッ
と
し
て
汗
が
ど
っ

と
出
る
等
と
言
わ
れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
程
よ
い
ス
ト
レ
ス
ら
し
く
、
む
し
ろ
緊
張
感
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
ま
す
。

例
会
で
は
、
米
沢
に
代
々
住
ま
わ
れ
て
い
る
会
員
の
方
も
中
に
は
居
ら
れ
る
の
で
古
い
話
を
聞
く
こ
と
も
出
来
、
文
書
に
書
か

れ
て
い
る
事
が
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
り
、
鮮
明
に
理
解
で
き
た
り
も
し
ま
す
。



「
翹
楚
編
」
の
著
者
で
あ
る
莅
戸
善
政
に
は
著
作
が
多
く
、「
か
て
も
の
」
や
「
好
古
堂
随
筆
」
な
ど
は
、
仮
名
が
多
く
比
較

的
読
み
や
す
い
文
章
な
の
で
、
研
究
会
の
初
心
者
講
座
で
も
取
り
上
げ
、
集
中
し
て
読
ん
で
お
り
ま
す
。
鷹
山
の
信
頼
が
厚
く
、

米
沢
藩
の
窮
乏
を
打
開
す
べ
く
改
革
に
邁
進
し
た
晩
年
の
善
政
で
す
が
、
明
和
六
年
三
十
四
歳
で
治
憲
の
命
を
受
け
、
小
姓
か
ら

町
奉
行
に
昇
進
し
た
と
き
、
賄
賂
は
当
然
と
心
得
る
悪
習
を
正
そ
う
と
、
訴
訟
に
勝
っ
た
者
が
名
を
伏
せ
て
鮮
魚
を
善
政
へ
送
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
時
、
善
政
は
こ
れ
を
門
前
の
木
に
吊
し
て
人
目
に
さ
ら
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
因
ん
で
「
懸
魚
帳
」
と
し

て
帳
簿
を
作
り
、
物
品
を
贈
ら
れ
た
時
に
は
、
何
時
、
誰
が
、
何
を
贈
っ
た
か
贈
っ
た
も
の
の
面
前
で
書
き
留
め
ま
し
た
。
贈
ろ

う
と
思
う
者
は
体
面
に
関
わ
る
と
し
て
贈
り
物
は
自
然
と
無
く
な
り
、
賄
賂
が
絶
え
た
、
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
て
、
善
政
の
政

治
に
対
す
る
姿
勢
を
表
す
逸
話
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
百
石
取
り
の
中
級
家
臣
で
あ
っ
た
善
政
で
し
た
が
、
隠
居
し
て
か
ら
の
事
、
知
人
が
訪
れ
て
、
夕
飯
時
ま
で
話
が
弾

み
、
食
事
を
出
そ
う
に
も
、
家
人
か
ら
コ
メ
が
無
い
と
暗
に
伝
え
ら
れ
て
、「
米
び
つ
を
覗
き
（
莅
戸
）
て
み
れ
ば
米
は
な
し
、

明
日
か
ら
何
を
食
ろ
う
べ
え
（
九
郎
兵
衛
）
か
な
」
と
い
う
狂
歌
を
読
み
、
着
て
い
た
羽
織
を
脱
い
で
米
資
に
換
え
た
と
い
う
逸

話
も
あ
り
ま
す
。
杉
原
謙
氏
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
家
督
を
譲
ら
れ
た
子
の
政
以
は
中
の
間
詰
に
命
じ
ら
れ
、
二
百
石
取
り
で
、
た

と
い
半
知
借
上
の
事
が
あ
っ
て
も
残
り
百
石
は
有
っ
た
筈
な
の
に
「
翁
の
窮
迫
は
実
に
予
想
に
余
れ
る
も
の
あ
り
」
と
あ
り
、
窮

迫
ぶ
り
は
「
徹
骨
の
貧
と
い
う
に
憚
ら
ず
」
と
言
わ
し
め
て
い
ま
す
。
こ
の
「
翹
楚
編
」
の
中
に
も
、
治
憲
の
小
姓
が
病
気
に
な

り
、
貧
し
く
て
、
床
の
な
い
家
だ
っ
た
の
で
、
土
間
に
寝
て
い
た
の
で
、
病
気
が
悪
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
治
憲
が



床
を
拵
え
さ
せ
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
い
か
に
も
、
当
時
の
米
沢
藩
内
の
窮
乏
ぶ
り
が
伺
わ
れ
ま
す
。

「
翹
楚
編
」
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
改
善
に
臨
む
治
憲
（
鷹
山
）
の
後
を
継
ぐ
で
あ
ろ
う
鷹
山
の
子
、
十
四
歳
の
顕
孝
に
む

け
て
、
献
上
さ
れ
ま
し
た
。

時
に
、
善
政
は
隠
居
し
て
い
て
藩
政
の
外
に
あ
り
、
好
古
堂
で
著
作
に
い
そ
し
ん
で
お
り
、
当
時
の
世
情
を
憂
い
、
次
代
の
指

導
者
に
期
待
を
こ
め
て
こ
の
著
を
献
上
し
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
鷹
山
の
次
に
十
一
代
藩
主
と
な
っ
た
上
杉
治
広
の
世
子
と

決
ま
り
、
十
二
代
藩
主
に
な
る
筈
の
顕
孝
は
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
一
月
に
十
九
才
の
若
さ
で
疱
瘡
の
た
め
敢
え
無
く
死
去

し
、
藩
主
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
藩
主
教
育
の
た
め
と
い
う
当
初
の
目
的
は
果
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
翹

楚
編
」
は
名
君
の
言
行
録
と
し
て
世
に
流
布
し
、
百
三
十
冊
程
に
も
及
ぶ
写
本
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

古
文
書
研
究
会
で
は
、
三
年
間
の
「
翹
楚
編
」
の
輪
読
を
通
じ
て
、
二
百
五
十
年
前
に
藩
主
で
あ
っ
た
治
憲
（
鷹
山
）
の
一

人
の
人
間
と
し
て
の
一
面
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
に
、
こ
の
本
を
通
じ
、
当
時
書
き
あ
げ
ら
れ
た
鷹
山
像

に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
き
、
善
政
の
思
う
と
こ
ろ
な
ど
を
理
解
す
る
助
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。



ⅰ

目
次

凡
例

一

翹
楚
篇
に
つ
い
て

二

翹
楚
篇
の
内
容
に
つ
い
て

三

翹
楚
篇
の
評
価
に
つ
い
て

四

著
者
莅
戸
善
政
に
つ
い
て

五

上
杉
鷹
山
に
つ
い
て

六

翹
楚
篇
教
材
と
古
文
書
の
読
み
方

七

上
杉
家
略
系
図

八

翹
楚
篇
本
文

１

鷹
山
の
出
自

２

家
臣
の
小
便
を
見
逃
す
こ
と

３

精
進
の
朝
餉
の
鱗
を
か
く
す

４

潔
斎
の
火
の
悪
火
を
咎
め
ず

５

仕
切
料
二
百
九
両
の
こ
と

６

隠
居
後
も
一
汁
一
菜

７

学
問
の
師
た
ち

８

平
洲
の
講
義
に
ね
ふ
り

９

お
琴
（
豊
）
の
方
の
こ
と

刈
納
餅
の
戯
れ
が
ま
こ
と
に

10

老
人
か
ら
夜
咄

11

関
口
東
嶺
の
和
歌

12

九
十
才
以
上
の
老
人
手
当
の
こ
と

13

能
好
き
の
上
杉
重
定
の
こ
と

14

重
定
に
能
の
金
剛
三
郎
を
呼
ん
だ
こ
と

15

能
の
離
舞
台
を
作
っ
た
こ
と

16

重
定
御
隠
殿
の
庭
造
営
の
こ
と

17

駿
河
守
へ
の
配
慮

18

黒
金
小
兵
衛
の
こ
と

19

孝
子
賞
与
の
こ
と

20



ⅱ

死
刑
の
日
の
慎
み
、
天
明
４
年
参
府
延
引

21

幸
姫
の
こ
と
、
江
戸
の
妾
を
断
っ
た
こ
と

22

料
理
に
文
句
を
言
わ
な
い
こ
と

23

世
子
顕
孝
縁
約
の
祝
に
菓
子
の
準
備
忘
れ

24

将
軍
家
治
命
日
に
魚
を
出
し
た
こ
と

25

善
政
の
た
ば
こ
「
小
柳
」
の
こ
と

26

規
式
に
香
の
物
忘
れ
の
こ
と

27

献
上
物
と
人
の
真
実

28

江
戸
上
屋
敷
の
萩
見
の
様
子

29

三
之
丸
隠
殿
の
桜
花
見
の
様
子

30

江
戸
で
外
に
出
た
が
ら
な
い
こ
と

31

病
気
の
家
臣
へ
の
配
慮

32

江
戸
詰
の
家
臣
と
家
族
の
看
病
の
こ
と

33

家
臣
の
看
病
休
暇
の
こ
と

34

提
灯
男
の
こ
と

35

参
府
途
上
に
ア
ダ
の
者
を
処
置

36

黒
田
長
貞
室
（
鷹
山
祖
母
）
逝
去
の
こ
と

37

重
定
不
例
の
知
ら
せ
で
親
不
孝
を
悔
や
む

38

実
父
秋
月
種
美
の
看
病
の
こ
と
で
悩
む

39

秋
月
種
美
看
病
の
た
め
発
駕

40

秋
月
種
美
逝
去
と
忌
籠

41

種
美
に
続
き
重
定
の
病
気
看
病

42

鷹
山
の
家
臣
に
対
す
る
態
度
と
配
慮

43

天
明
四
年
の
天
候
回
復
の
願
い
で
断
食

44

天
明
三
年
飢
饉
の
手
当

45

宝
暦
五
年
飢
饉
の
二
十
三
回
忌
法
要

46

安
永
六
年
洪
水
の
こ
と

47

相
談
紙
面
と
熟
覧
の
こ
と

48

学
館
再
興
な
ど
在
位
中
の
政
治

49

武
芸
奨
励

50

籍
田
の
礼

51

備
米
蔵
設
置

52

間
引
き
を
諫
め
る
教
諭

53

明
和
九
年
江
戸
大
火
と
屋
敷
再
建

54

安
永
四
年
大
町
に
判
所
設
置

55

幕
府
よ
り
お
ほ
め

56
九

関
係
年
表

十

主
な
登
場
人
物
人
名
録

十
一

現
代
語
訳
註

十
二

参
考
文
献

十
三

あ
と
が
き



ⅲ

凡
例

１

本
書
の
翹
楚
篇
画
像
は
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
の
翹
楚
篇
写
し
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

２

上
欄
記
載
の
解
読
は
、
異
体
字
は
常
用
漢
字
と
し
、
適
宜
読
点
を
つ
け
て
い
ま
す
。
原
文
の
ペ
ー
ジ
と
解
読
の
ペ
ー
ジ
は
対

応
し
て
ま
す
が
、
原
文
の
行
と
解
読
の
行
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

３

解
読
の
下
欄
に
現
代
語
訳
を
つ
け
て
い
ま
す
。
文
体
は
「
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
適
宜
省
略
す
る
な
ど
の
意
訳
と
な
っ

て
お
り
必
ず
し
も
逐
語
訳
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
原
文
は
尊
敬
・
謙
譲
・
丁
寧
の
敬
語
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
す
が
、
現
代
語

訳
で
は
、
最
小
限
の
丁
寧
語
と
し
て
、
原
則
敬
語
は
省
略
し
て
い
ま
す
。
人
名
に
つ
い
て
は
す
べ
て
敬
称
は
省
略
し
、
主
人
公

の
鷹
山
（
治
憲
）
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
隠
居
前
を
「
治
憲
」、
隠
居
後
を
「
鷹
山
」
と
し
て
訳
し
て
ま
す
。
な
お
、
必
ず
し

も
原
文
の
意
味
が
一
意
で
は
な
く
複
数
取
れ
る
場
合
や
、
意
味
が
取
れ
な
い
場
合
な
ど
「（
訳
註
）」
と
し
て
本
書
の
後
ろ
に
註

釈
を
つ
け
て
い
ま
す
。

４

現
代
語
訳
の
月
は
原
文
の
と
お
り
旧
暦
の
ま
ま
で
す
が
、
時
間
は
現
代
の
時
間
に
直
し
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

５

本
書
で
用
い
た
翹
楚
篇
写
し
に
は
、
各
項
目
ご
と
に
○
印
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
現
代
語
訳
は
こ
の
○
印
に
番
号
を
振
り
、

１
か
ら

ま
で
と
し
て
目
次
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
目
次
記
載
の
タ
イ
ト
ル
は
当
研
究
会
が
適
宜
付
し
た
も
の
で
す
。

56

６

本
書
は
米
沢
市
の
松
坂
世
紀
記
念
財
団
の
奨
励
金
及
び
鶴
岡
市
の
公
益
信
託
荘
内
銀
行
ふ
る
さ
と
創
造
基
金
の
助
成
金
を
得

て
発
行
し
ま
し
た
。
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一

「
翹
楚
篇
（
ぎ
ょ
う
そ
へ
ん
）」
に
つ
い
て

「
翹
楚
（
ぎ
ょ
う
そ
）」
は
中
国
の
言
葉
で
、「
翹
（
ぎ
ょ
う
）」
は
高
く
ぬ
き
ん
で
る
、「
楚
（
そ
）」
は
高
く
伸
び
た
木
の
こ
と
で
、
才

能
が
ぬ
き
ん
で
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
ぐ
れ
た
人
の
意
味
、
と
辞
書
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
翹
楚
篇
」
と
は
、
す
ぐ
れ
た
人

の
事
柄
を
編
集
し
た
書
物
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
本
書
で
の
優
れ
た
人
と
は
、
上
杉
鷹
山
（
よ
う
ざ
ん
）
の
こ
と
で
す
。

鷹
山
は
九
州
の
高
鍋
藩
秋
月
家
出
身
で
幼
名
は
松
三
郎
、
上
杉
家
で
は
直
丸
と
名
乗
り
、
明
和
四
（
一
七
六
四
）
年
に
元

服
し
て
、
家
督
を
継
ぎ
、
将
軍
家
治
の
一
字
を
も
ら
っ
て
「
治
憲
（
は
る
の
り
）」
と
名
乗
り
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年

に
十
九
年
間
の
藩
主
生
活
を
終
え
て
隠
居
し
、
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
に
、
治
憲
は
「
鷹
山
」
と
名
乗
り
ま
す
。「
翹
楚

篇
」
は
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
の
完
成
な
の
で
、
翹
楚
篇
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
は
多
く
は
「
治
憲
」
の
時
代
の
こ
と
で

す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
解
説
で
は
「
鷹
山
」
で
は
な
く
「
治
憲
」
と
書
く
こ
と
に
し
ま
す
。

「
翹
楚
篇
」
は
治
憲
側
近
の
莅
戸
善
政
（
の
ぞ
き
よ
し
ま
さ
、
以
下
「
善
政
」）
が
、
治
憲
と
側
室
お
豊
の
方
（
本
文
内
で
は
「
於
琴
」

と
書
か
れ
て
ま
す
）
の
子
顕
孝
（
あ
き
た
か
・
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
七
月
生
）
の
教
育
の
た
め
に
著
し
た
治
憲
の
言
行
録
で
す
。
顕

孝
は
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
、
治
憲
の
次
の
十
代
藩
主
・
上
杉
治
広
の
養
子
と
な
り
、
治
広
の
世
子
と
し
て
藩
主
に
な
る
筈
で
し
た
が
、

寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
一
月
に
疱
瘡
の
た
め
死
去
し
、
藩
主
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
書
で
は
省
略
し
ま
し
た
が
「
翹
楚
篇
」
の
冒
頭
に
は
米
沢
藩
の
儒
学
者
の
神
保
蘭
室
、
治
憲
の
師
で
あ
る
細
井
平
洲
、
莅
戸
善
政
本
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人
の
三
人
が
書
い
た
漢
文
の
序
が
あ
り
ま
す
。
善
政
の
自
序
に
は
、
不
識
公
（
上
杉
謙
信
）
以
下
の
君
主
の
嘉
言
善
行
を
ま
と
め
る
積
も

り
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
果
た
せ
ず
、
治
憲
の
子
の
顕
孝
に
父
治
憲
の
言
行
を
伝
え
る
た
め
「
翹
楚
篇
」
を
ま
と
め
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

「
翹
楚
篇
」
は
顕
孝
の
た
め
の
著
作
な
の
で
、
当
然
に
顕
孝
の
父
で
あ
る
治
憲
の
目
に
も
触
れ
る
前
提
で
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
従
っ
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
史
実
に
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
記
述
か
ら
推
測
さ
れ
る
治
憲
の
人
柄
や
考
え
方
は
、
治
憲
自

身
の
と
ら
え
方
に
も
合
致
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で
、
治
憲
の
没
後
に
様
々
な
事
績
を
ま
と
め
た
治
憲
の
評
伝
と
は
性
質

を
異
に
し
て
お
り
、
治
憲
の
人
と
な
り
を
考
え
る
上
で
の
第
一
級
の
資
料
と
言
え
ま
す
。

天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
十
月
二
十
九
日
、
治
憲
の
前
期
藩
政
改
革
を
主
導
し
た
奉
行
の
竹
俣
当
綱
（
た
け
の
ま
た
ま
さ
つ
な
）
が

失
脚
し
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
十
一
月
二
十
三
日
、
善
政
も
隠
居
し
、
そ
し
て
治
憲
も
そ
の
二
年
後
の
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
に

隠
居
し
ま
し
た
。「
翹
楚
篇
」
は
善
政
が
隠
居
し
て
い
た
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
か
ら
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
十
一
月
の
間
に
書
い
た

も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
杉
原
謙
「
莅
戸
大
華
翁
」）。「
翹
楚
篇
」（
三
十
二
項
）
に
も
「
今
年
天
明
九
年
・
・
・
今
、
斯
筆
執
て
此
書

か
き
終
る
（
去
々
年
書
は
じ
め
、
今
又
継
て
書
け
ば
也
）」
と
あ
り
、「
翹
楚
篇
」
が
天
明
七
年
に
書
き
始
め
天
明
九
年
に
完
成
し
た
事
が

わ
か
り
ま
す
（
天
明
九
年
は
四
月
に
寛
政
元
年
に
改
元
）。

こ
の
翹
楚
篇
の
執
筆
時
期
は
、
善
政
と
治
憲
は
隠
居
同
士
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
隠
居
同
士
の
刎
頸
の
交
わ
り
の
様
子
は
「
翹
楚

篇
」
の
中
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
治
憲
は
、
善
政
が
頭
痛
で
悩
ん
で
い
る
時
、
白
布
温
泉
で
の
湯
治
を
勧
め
た
り
、
隠
居
し
た
善
政
が
、
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煙
草
を
栽
培
し
、
こ
の
煙
草
に
「
こ
や
な
ぎ
」
と
名
付
け
て
治
憲
に
献
上
し
、
い
た
く
気
に
入
ら
れ
た
こ
と
や
、
治
憲
が
他
の
家
臣
に
は

言
え
な
い
愚
痴
を
善
政
に
こ
ぼ
し
た
り
、
悩
み
事
で
善
政
の
前
で
涙
を
流
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
治
憲
と
善
政
の
関
係
は

単
な
る
君
臣
の
関
係
で
は
な
く
、
深
い
人
間
的
な
交
わ
り
で
あ
り
、「
翹
楚
篇
」
に
顕
れ
る
人
間
治
憲
の
姿
は
善
政
で
な
け
れ
ば
記
述
で
き

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
封
建
制
と
い
う
大
き
な
時
代
的
制
約
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
翹
楚
篇
」
か
ら
読
み
取
れ
る
治
憲
の
人
間
に

対
す
る
愛
情
は
、
外
な
ら
ず
善
政
に
も
同
様
の
共
感
が
あ
っ
て
こ
そ
記
述
で
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。

善
政
の
逸
話
と
し
て
、
火
消
が
被
差
別
部
落
の
火
事
を
消
火
し
な
い
事
を
先
例
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
善
政
は
「
同
じ
く
天
よ

り
生
せ
る
人
に
し
て
是
も
米
沢
の
人
也
。
同
じ
国
に
居
な
が
ら
火
災
を
救
わ
ぬ
法
や
あ
る
、
甚
だ
不
人
情
の
至
り
也
」
と
批
判
し
て
い
ま

す
（
米
藩
名
臣
録
）。
こ
の
考
え
方
は
、「
翹
楚
篇
」
に
あ
る
障
害
者
に
対
す
る
治
憲
の
対
応
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
す
。

二

内
容
に
つ
い
て

「
翹
楚
篇
」
の
記
述
は
五
十
六
項
目
あ
り
、
内
容
は
、
略
歴
、
義
父
上
杉
重
定
、
老
人
、
家
族
、
家
臣
、
領
民
、
実
父
、
飢
饉
、
災
害
、

農
業
、
学
問
、
行
楽
、
な
ど
の
多
岐
に
亘
り
ま
す
。
こ
れ
を
分
類
す
る
こ
と
は
何
を
目
的
と
す
る
か
に
よ
っ
て
分
類
項
目
も
異
な
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
読
者
の
方
々
が
実
際
に
「
翹
楚
篇
」
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
ら
え
方
で
分
類
す
る
こ
と
が
大
切
と
考
え
、
あ
え
て
分
類

す
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
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「
翹
楚
篇
」
の
記
述
は
時
系
列
や
内
容
に
よ
る
整
理
は
不
十
分
で
、
一
読
す
る
と
、
バ
ラ
バ
ラ
の
感
じ
も
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
読
む
と

繋
が
っ
て
い
る
項
目
も
発
見
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
三
十
九
か
ら
四
十
二
項
は
、
天
明
七
年
か
ら
天
明
九
年
（
寛
政
元
年
）
ま
で
の
期
間

の
事
柄
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
翹
楚
編
」
の
四
十
七
項
で
は
、
安
永
六
年
六
月
の
大
洪
水
の
時
の
治
憲
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
米
沢
藩
の
公
式
記
録
の
上

杉
家
御
年
譜
（
巻
の
九
）
で
は
、
こ
の
時
の
洪
水
に
つ
い
て
、
与
板
組
の
青
柳
量
右
衛
門
安
村
が
泳
い
で
、
水
に
つ
か
っ
た
家
々
に
綱
を

張
り
、
十
六
名
を
救
っ
た
様
子
や
治
憲
が
米
沢
の
諸
所
を
廻
っ
て
見
分
し
た
様
子
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
比
較
す
る
と
「
翹

楚
篇
」
の
記
載
は
簡
略
で
す
し
、
ま
た
、「
翹
楚
篇
」
に
は
、
後
世
、
治
憲
の
成
果
と
さ
れ
て
い
る
米
沢
藩
の
藩
政
改
革
に
関
す
る
事
柄
の

記
述
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。「
小
徳
を
詳
に
し
て
大
業
を
簡
に
し
」
と
批
判
（
池
田
成
章
「
鷹
山
公
世
紀
」）
す
る
の
は
「
翹
楚
篇
」
の

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藩
政
に
関
す
る
事
柄
は
米
沢
藩
の
正
史
で
あ
る
「
上
杉
家
御
年
譜
」「
御
代
々
御
式
目
」
な
ど
に

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
し
た
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
（
杉
原
謙
「
莅
戸
大
華
翁
」）。
あ
る
い
は
、「
翹
楚
篇
」
は
、
治
憲
の
前
期

改
革
を
主
導
し
た
竹
俣
当
綱
が
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
失
脚
し
、
竹
俣
が
行
っ
た
改
革
が
次
々
に
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
い
わ
ば
藩
政

改
革
が
後
退
し
た
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
一
因
に
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

「
翹
楚
篇
」
に
は
、
話
の
性
格
上
、
藩
主
の
側
近
で
あ
る
各
種
の
近
習
役
が
登
場
し
ま
す
。
近
習
の
役
職
名
は
藩
主
に
よ
り
若
干
異
な

り
ま
す
が
、
治
憲
が
藩
主
の
代
に
は
、
近
習
の
総
支
配
で
あ
る
小
姓
頭
を
筆
頭
に
、
御
手
水
番
、
御
膳
番
、
御
小
姓
、
御
側
医
、
御
茶
道
、

御
小
坊
主
、
御
側
役
（
多
く
は
手
水
番
兼
帯
）、
数
寄
屋
頭
（
茶
道
兼
帯
）、
御
傅
役
、
御
隠
殿
御
用
人
、
御
部
屋
住
御
用
人
な
ど
が
い
ま
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し
た
。
小
姓
頭
は
現
代
の
官
房
長
官
で
、
藩
主
の
一
番
身
近
な
重
臣
で
す
。

一
方
、
後
期
藩
政
改
革
に
治
憲
を
補
佐
し
た
丸
山
平
六
・
黒
井
半
四
郎
・
神
保
容
助
（
蘭
室
）
な
ど
の
人
々
も
い
ま
す
が
、「
翹
楚
篇
」

の
成
立
時
期
や
役
職
と
の
関
係
で
し
ょ
う
が
登
場
し
ま
せ
ん
。

近
習
と
奉
行
ら
の
重
臣
は
普
段
に
藩
主
と
直
に
対
顔
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
家
臣
（
近
習
に
対
し
て
外
様
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
普

段
は
藩
主
と
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
若
く
し
て
治
憲
が
隠
居
し
て
餐
霞
館
に
移
っ
て
か
ら
は
、
藩
主
時
代
よ
り
は

自
由
に
近
習
や
重
臣
以
外
の
家
臣
に
も
会
え
た
と
思
わ
れ
、
も
し
か
す
る
と
自
由
に
様
々
な
家
臣
と
会
え
る
こ
と
が
若
く
し
て
隠
居
す
る

一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

三

「
翹
楚
篇
」
の
評
価
に
つ
い
て

「
翹
楚
篇
」
は
、
治
憲
が
「
明
君
」
と
評
価
さ
れ
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
小
関
悠
一
郎
「
名
君
の
近

世
」）。
ま
た
、「
翹
楚
篇
」
の
写
本
が
全
国
に
流
布
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
治
憲
の
師
で
あ
る
細
井
平
洲
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
細
井
平
洲
に
と
っ
て
は
教
え
子
で
あ
る
治
憲
の
評
価
が
高
ま
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
身
の
評
価
に
も
つ
な
が
る
こ
と

で
し
た
。
ま
た
、「
翹
楚
篇
」
の
著
者
で
あ
る
善
政
に
と
っ
て
も
治
憲
の
評
価
が
高
ま
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
し
た
。
善
政
は
、
中
級
家

臣
の
隠
居
の
身
の
上
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
寛
政
三
年
に
中
老
と
し
て
抜
擢
さ
れ
藩
政
に
復
帰
し
、
そ
の
後
、
家
臣
の
最
高
位
で
あ
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る
奉
行
に
ま
で
出
世
し
ま
す
が
、
同
様
に
下
級
武
士
か
ら
出
世
し
藩
政
の
実
権
を
握
っ
た
森
平
右
衛
門
が
竹
俣
当
綱
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と

を
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
森
平
右
衛
門
殺
害
の
一
要
因
は
、
当
時
の
藩
主
上
杉
重
定
が
藩
政
に
興
味
を
示
さ
ず
、
贅

沢
三
昧
に
耽
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
善
政
の
身
の
安
全
の
た
め
に
も
治
憲
は
名
君
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
善
政
の
期
待
に
治

憲
は
よ
く
応
え
た
の
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
善
政
も
治
憲
に
負
け
ず
劣
ら
ず
清
廉
潔
白
と
勉
学
を
実
行
し
た
人
で
し
た
。

四

著
者
の
莅
戸
善
政
（
の
ぞ
き
よ
し
ま
さ
）
に
つ
い
て

善
政
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
莅
戸
英
政
の
子
と
し
て
米
沢
の
元
馬
口
労
町
（
現
在
の
山
形
大
学
工
学
部
敷
地
内
）
に
誕
生
し

ま
し
た
。
治
憲
の
十
六
歳
年
上
に
な
り
ま
す
。
通
称
を
初
め
は
九
郎
兵
衛
、
後
に
六
郎
兵
衛
と
称
し
、
雅
名
を
鵬
、
字
を
士
雲
、
号
を
太

華
と
称
し
、
莅
戸
太
華
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
莅
戸
家
は
米
沢
藩
の
中
級
家
臣
の
馬
廻
組
で
、
父
は
病
身
で
善
政
が
六
歳
の
と
き
死
去
し
、

寛
延
四
（
一
七
九
二
）
年
七
月
二
十
九
日
、
善
政
十
七
歳
で
祖
父
九
郎
兵
衛
政
共
の
家
督
を
継
ぎ
、
中
之
間
組
と
し
て
百
八
十
石
を
与
え

ら
れ
ま
し
た
。
善
政
は
藁
科
松
伯
が
主
宰
す
る
青
莪
社
に
学
び
、
竹
俣
当
綱
、
木
村
丈
八
等
と
親
交
を
結
び
、
治
憲
の
前
の
藩
主
で
あ
る

上
杉
重
定
（
し
げ
さ
だ
）
の
側
近
で
あ
る
森
平
右
衛
門
を
竹
俣
当
綱
が
殺
害
す
る
際
の
合
議
の
一
員
で
も
あ
り
ま
し
た
。

明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
四
月
、
重
定
が
隠
居
し
治
憲
が
藩
主
と
な
り
、
同
年
八
月
、
善
政
は
治
憲
の
小
姓
と
な
り
、
同
六
（
一
七
六

九
）
年
正
月
二
百
石
に
加
増
、
町
奉
行
職
、
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年
、
小
姓
頭
と
な
り
三
百
石
に
加
増
さ
れ
ま
し
た
。
藩
主
の
身
近
で
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身
の
回
り
を
世
話
し
、
あ
る
い
は
藩
政
に
影
響
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
家
臣
を
近
習
と
言
い
ま
す
が
、
近
習
の
筆
頭
が
小
姓
頭
で
、

藩
主
の
最
側
近
で
、
森
平
右
衛
門
の
よ
う
に
側
近
政
治
と
し
て
批
判
の
対
象
に
も
な
る
地
位
で
す
。
善
政
は
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）

か
ら
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
ま
で
十
二
年
間
に
わ
た
り
治
憲
の
小
姓
頭
と
し
て
最
も
身
近
に
治
憲
の
言
動
を
見
聞
き
し
、
そ
の
考
え
方

に
触
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
翹
楚
篇
」
に
凝
縮
し
て
い
ま
す
。

善
政
に
は
「
翹
楚
篇
」
の
外
に
多
数
の
著
作
が
あ
り
、
藩
政
改
革
の
課
題
を
分
析
し
た
「
総
紕
」、「
樹
畜
建
議
」
な
ど
藩
政
に
関
す
る

も
の
の
ほ
か
、
好
古
堂
随
筆
と
し
て
多
様
な
テ
ー
マ
の
随
筆
、
救
荒
書
の
「
か
て
も
の
」
の
編
纂
な
ど
広
範
な
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
、
ま
た
、「
翹
楚
篇
」
に
も
あ
る
よ
う
に
家
庭
菜
園
で
の
野
菜
や
た
ば
こ
栽
培
な
ど
園
芸
趣
味
な
ど
も
あ
る
ほ
か
に
、
か
な
り
の

酒
豪
で
も
あ
り
、
こ
の
点
で
は
下
戸
の
治
憲
と
は
対
照
的
で
し
た
。

前
述
の
様
に
、
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
十
月
竹
俣
当
綱
が
失
脚
し
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
十
一
月
二
十
三
日
善
政
も
隠
居
し
ま

し
た
。
治
憲
も
そ
の
二
年
後
の
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
に
隠
居
し
、
藩
政
改
革
は
停
滞
し
ま
し
た
が
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
一
月

二
十
九
日
、
善
政
が
知
行
五
百
石
で
中
老
職
と
し
て
復
帰
し
、
い
わ
ゆ
る
「
寛
三
の
改
革
」
が
始
ま
り
、
善
政
が
治
憲
の
後
期
藩
政
改
革

を
主
導
し
ま
し
た
。
善
政
は
藩
政
の
問
題
点
を
分
析
し
た
著
述
の
タ
イ
ト
ル
に
孔
子
家
語
か
ら
引
用
し
た
「
総
紕
」
と
名
づ
け
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
手
元
で
編
む
紕
（
一
本
の
ひ
も
）
が
、
ず
っ
と
先
で
立
派
な
組
紐
に
な
る
と
い
う
趣
旨
で
、
小
さ
な
事
柄
の
改
革
の
積
み
重

ね
が
大
き
な
藩
政
改
革
と
し
て
結
実
す
る
は
ず
と
い
う
善
政
の
実
務
家
的
な
信
条
を
顕
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

善
政
の
復
帰
に
貢
献
し
た
の
は
、
中
条
至
資
（
の
り
す
け
或
い
は
よ
し
す
け
）
で
す
。
中
条
は
治
憲
と
同
時
代
に
長
期
間
奉
行
を
務
め



- 8 -

て
い
ま
す
。
当
時
、
藩
政
改
革
の
意
見
書
の
過
半
数
が
善
政
の
復
帰
を
望
み
ま
し
た
が
、
治
憲
は
決
断
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
級
家
臣

で
あ
る
三
手
組
の
隠
居
に
藩
政
の
重
職
を
命
じ
て
は
騒
動
に
も
及
ぶ
の
で
な
い
か
と
心
配
し
た
よ
う
で
す
。
治
憲
が
藩
主
に
な
っ
て
早
々

に
七
家
騒
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
頭
を
め
ぐ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
時
に
、
治
憲
に
決
断
を
迫
っ
た
の
が
中
条
至
資
で
す
。
中
条
は
、

妨
害
者
が
お
れ
ば
自
分
が
命
に
か
け
て
鎮
め
る
と
治
憲
の
決
断
を
促
し
、
さ
す
が
の
優
柔
不
断
の
治
憲
も
善
政
の
復
帰
を
決
意
し
た
の
で

し
た
（
米
藩
名
臣
録
）。

善
政
は
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
閏
十
一
月
二
十
三
日
に
は
家
臣
筆
頭
職
の
奉
行
職
と
な
り
知
行
千
石
を
与
え
ら
れ
、
米
沢
藩
家
臣
と

し
て
は
名
実
と
も
に
最
高
位
と
な
り
藩
政
改
革
を
実
行
し
ま
し
た
。

米
沢
藩
の
家
臣
は
、
上
級
家
臣
の
侍
組
、
中
級
家
臣
の
三
手
組
（
五
十
騎
組
・
馬
廻
組
・
与
板
組
）、
足
軽
な
ど
の
下
級
家
臣
と
い
う
三

段
階
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
ど
の
階
級
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
職
務
も
決
ま
っ
て
お
り
、
所
属
階
級
は

原
則
と
し
て
固
定
化
し
て
お
り
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
で
し
た
。
そ
の
中
で
、
莅
戸
は
中
級
家
臣
の
三
手
組
か
ら
上
級
家
臣
の
侍
組
へ
と

出
世
し
、
さ
ら
に
は
侍
組
の
中
で
も
最
上
位
の
家
臣
だ
け
が
担
任
で
き
る
奉
行
に
ま
で
異
例
の
出
世
を
遂
げ
ま
し
た
。

善
政
は
、
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
十
二
月
二
十
五
日

六
十
九
歳
で
死
去
し
、
米
沢
の
旧
七
軒
町
の
長
泉
寺
に
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。

善
政
が
致
仕
後
、
嫡
子
・
政
以
、
孫
・
政
在
と
三
代
続
け
て
上
杉
家
の
奉
行
職
を
担
い
、
孫
の
政
在
の
代
、
文
政
六
（
一
八
ニ
三
）
年

に
は
「
寛
三
の
改
革
」
の
精
神
が
実
を
結
び
、
借
財
の
相
当
部
分
を
返
済
し
、
軍
用
金
五
千
両
を
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
（
池
田
成
章
「
鷹
山
公
世
紀
」）。
治
憲
が
亡
く
な
っ
て
一
年
後
、
善
政
が
亡
く
な
っ
て
二
十
年
、
そ
し
て
「
寛
三
の
改
革
」
の
寛
政
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三
（
一
七
九
一
）
年
か
ら
三
十
三
年
が
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
藩
財
政
再
建
に
大
き
く
貢
献
し
た
家
臣
か
ら
の
半
知
借
上
は
明
治

二
年
ま
で
続
き
、
多
額
の
家
臣
か
ら
の
借
入
が
返
済
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。

五

上
杉
治
憲
に
つ
い
て

治
憲
は
、
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
七
月
、
高
鍋
藩
秋
月
種
美
の
二
男
と
し
て
高
鍋
藩
の
江
戸
藩
邸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
米
沢
藩
上
杉

家
の
上
杉
重
定
の
養
子
と
な
り
、
宝
暦
十
（
一
七
六
〇
）
年
か
ら
は
米
沢
藩
の
江
戸
藩
邸
桜
田
屋
敷
に
移
り
生
活
を
始
め
ま
し
た
の
で
、

江
戸
生
ま
れ
の
江
戸
育
ち
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
翹
楚
篇
」
か
ら
見
え
る
治
憲
は
参
勤
で
の
江
戸
で
の
生
活
を
好
ん
で
は
お
ら
ず
、

天
明
五
年
に
三
十
五
歳
の
若
さ
で
隠
居
し
、
隠
居
藩
主
は
江
戸
に
住
む
の
が
通
常
で
し
た
が
、
脚
痛
の
た
め
赤
湯
温
泉
で
湯
治
が
必
要
と

称
し
て
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
米
沢
で
の
田
舎
暮
ら
し
を
し
ま
し
た
。
こ
の
隠
居
の
理
由
も
い
ろ
い
ろ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
翹
楚
篇
」

か
ら
窺
わ
れ
る
治
憲
の
考
え
方
に
も
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

「
翹
楚
篇
」
に
描
か
れ
て
い
る
治
憲
は
決
し
て
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
臣
や
領
民
な
ど
に
対
し
て
偉
ぶ
ら
ず
に

思
い
や
り
を
も
っ
て
接
し
、
家
庭
的
に
は
実
質
的
に
一
夫
一
妻
を
守
り
、
困
窮
し
て
い
る
藩
財
政
に
つ
い
て
思
い
悩
ん
で
い
ま
す
。
一
方
、

自
分
の
事
に
つ
い
て
は
優
柔
不
断
で
物
事
を
決
め
か
ね
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
藩
主
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
行
動
す
る
お
茶
目
な
人
間
で
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あ
っ
た
り
、
下
戸
で
あ
る
の
で
大
勢
で
花
見
に
行
く
こ
と
を
渋
っ
た
り
と
、
と
て
も
興
味
深
い
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
封
建
君
主
で
あ
る
藩
主
た
ち
の
中
に
は
、
専
制
的
な
暴
力
君
主
も
多
く
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
側
室
を
多
く
抱
え
て
い

る
の
が
当
然
で
あ
り
、
米
沢
藩
の
先
代
の
藩
主
達
も
同
様
で
し
た
。「
翹
楚
篇
」
に
描
か
れ
て
い
る
治
憲
の
姿
は
、
現
代
の
我
々
か
ら
見
る

と
善
政
が
激
賞
す
る
ほ
ど
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
わ
ず
か
の
過
ち
で
手
討
ち
と
な
る
家
臣
な
ど
も
あ
っ
た
中
で
、
家
臣
の
過
ち
を

咎
め
ず
、
か
え
っ
て
過
ち
の
対
処
を
誉
め
た
た
え
る
と
い
う
対
応
は
当
時
の
藩
主
と
し
て
は
類
を
見
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

秋
月
家
の
家
老
三
好
善
太
夫
か
ら
、
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
三
月
に
治
憲
が
米
沢
藩
の
養
子
に
内
約
が
決
ま
っ
た
折
り
と
、
翌
宝
暦

十
年
正
式
に
世
子
に
決
定
し
た
折
に
贈
っ
た
両
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
通
の
書
状
の
内
容
は
御
養
家
を
継
ぐ
に
あ
た
っ
て
「
四
書
小
学

近
思
録
の
御
学
問
を
第
一
」
と
朱
子
学
の
「
近
思
録
」
の
勉
強
を
勧
め
、「
ゆ
っ
た
り
と
し
て
人
を
憐
れ
み
御
胸
中
広
く
人
を
疑
う
こ
と
な

く
」
な
ど
の
心
構
え
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
治
憲
が
ま
だ
世
子
の
時
の
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
一
月
三
日
と
七
日
に
江
戸
城
本
丸
と
西
の
丸
に
登
城
し
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
二
日
間
は
寒
気
が
厳
し
く
、
特
に
七
日
は
大
雨
で
お
供
の
者
た
ち
は
大
変
な
苦
労
を
し
て
帰
っ
た
折
に
治
憲
が
、
お
供
の
面
々
に
慰

労
の
言
葉
を
言
っ
た
こ
と
を
竹
俣
当
綱
が
聞
い
て
、
治
憲
が
気
軽
に
供
の
者
に
言
葉
を
か
け
た
事
を
喜
び
、
こ
の
心
を
伸
ば
せ
ば
仁
明
の

君
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
「
言
上
書
」
を
書
い
て
い
ま
す
。

三
好
善
太
夫
は
「
敬
」
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
教
え
、
竹
俣
当
綱
は
「
恕
」
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
と
書
き
、「
翹
楚
編
」
の
中
に
は
、

こ
れ
に
添
う
行
状
が
多
く
表
れ
て
い
ま
す
。



- 11 -

こ
の
よ
う
な
人
間
的
な
治
憲
の
姿
こ
そ
、
善
政
が
顕
孝
に
教
え
た
か
っ
た
理
想
的
な
君
主
像
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
も
部
下

を
人
間
扱
い
し
な
い
上
司
が
ち
ら
ほ
ら
と
聞
こ
え
ま
す
が
、
ぜ
ひ
と
も
「
翹
楚
篇
」
を
熟
読
し
て
上
司
の
あ
る
べ
き
姿
を
学
ん
で
欲
し
い

も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
治
憲
も
善
政
も
封
建
制
の
シ
ス
テ
ム
自
体
を
否
定
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
農
民
が
質
素
倹
約
を
し
て
定
め
ら
れ

た
年
貢
課
役
を
納
め
る
の
は
当
然
と
考
え
て
い
ま
し
た
し
、
身
分
制
も
当
然
の
前
提
と
し
て
お
り
、
儒
教
の
長
幼
の
序
な
ど
を
と
て
も
大

切
に
し
て
お
り
、
現
代
の
平
等
思
想
・
人
権
思
想
や
民
主
主
義
と
は
考
え
方
が
異
な
る
の
は
時
代
背
景
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
内
村
鑑
三
は
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
、「
代
表
的
日
本
人
」
の
五
人
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
上
杉
鷹
山
（
治

憲
）
を
取
り
上
げ
、
英
語
で
書
か
れ
た
同
書
に
よ
り
「
上
杉
鷹
山
」
の
名
前
は
、
治
憲
の
逸
話
と
と
も
に
全
世
界
に
広
ま
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
太
平
洋
戦
争
以
前
の
小
学
校
国
定
教
科
書
に
、
上
杉
鷹
山
（
治
憲
）
が
師
の
細
井
平
洲
を
郊
外
の
羽
黒
堂
に
出
迎
え
た
逸
話
が

「
先
生
を
う
や
ま
え
」
と
し
て
多
数
回
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
、
支
配
す
る
側
の
都
合
の
良
い
話
と
し
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
上
杉
鷹
山
」

が
日
本
中
に
知
れ
わ
た
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

治
憲
に
つ
い
て
は
「
上
杉
鷹
山
」
の
名
前
で
紹
介
す
る
著
作
が
大
半
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
書
の
み
な
ら
ず
小
説
化
も
さ
れ
て
お

り
、
中
に
は
誇
張
も
あ
る
も
の
の
沢
山
の
資
料
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
治
憲
に
つ
い
て
詳
し
い
経
歴
や
事
跡
の
説
明
は
省
略
し
ま

す
。
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六

「
翹
楚
篇
」
教
材
と
古
文
書
（
く
ず
し
字
）
の
読
み
方

善
政
の
著
作
の
多
く
が
東
京
の
三
康
図
書
館
に
あ
り
ま
す
。
杉
原
謙
「
莅
戸
太
華
翁
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
に
な
り
武
士
階
級
が
生
活
に

困
窮
し
ま
し
た
が
、
莅
戸
家
も
例
外
で
な
く
、
善
政
の
著
作
や
所
蔵
の
治
憲
親
書
が
散
逸
の
危
機
に
瀕
し
、
上
杉
家
で
一
時
負
債
を
立
て

替
え
て
、
散
逸
を
防
ぐ
案
も
出
さ
れ
た
も
の
の
莅
戸
家
が
承
諾
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
斡
旋
す
る
方
も
あ
り
上
杉
家
に
譲
ら
れ
、

上
杉
家
か
ら
杉
原
家
に
譲
ら
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
杉
原
家
は
莅
戸
家
と
姻
戚
関
係
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
莅
戸
家
文
書
は
大
橋
図

書
館
を
経
て
三
康
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
翹
楚
篇
」
の
善
政
自
筆
原
本
は
三
康
図
書
館
に
あ
る
そ
う
で
す
が
（
残
念
な
が
ら
著
者
た
ち
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
）、「
翹

楚
篇
」
の
写
本
は
江
戸
時
代
か
ら
多
数
作
成
さ
れ
、
全
国
各
地
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
小
関
悠
一
郎
先
生
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
米
沢
図
書
館
に
も
多
数
の
写
本
が
あ
り
ま
す
が
、
本
書
で
用
い
た
写
本
は
、
米
沢
図
書
館
所
蔵
の
写
本
の
中
か
ら
、
比
較
的
古

文
書
初
心
者
が
読
み
や
す
い
く
ず
し
字
の
も
の
で
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
抜
け
が
少
な
い
も
の
を
選
ん
で
米
沢
古
文
書
研
究
会
の
例
会
教
材
と

し
て
、
二
〇
一
四
年
五
月
か
ら
二
〇
一
七
年
四
月
ま
で
輪
読
し
ま
し
た
。

本
書
の
解
読
・
現
代
語
訳
は
そ
の
輪
読
の
成
果
で
す
が
、「
翹
楚
篇
」
の
文
章
は
、
必
ず
し
も
主
語
が
明
確
で
な
く
、
そ
の
う
え
に
我
々

か
ら
見
る
と
過
剰
に
丁
寧
な
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
文
意
を
取
り
づ
ら
い
文
章
も
多
く
あ
り
、
特
に
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
と
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思
わ
れ
、
今
後
と
も
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
読
者
各
位
か
ら
の
率
直
な
ご
指
摘
を
お
待
ち
し
ま
す
。

「
翹
楚
篇
」
の
よ
う
な
江
戸
時
代
（
近
世
）
に
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
書
物
で
は
、
現
代
文
と
こ
と
な
り
ひ
と
つ
の
漢
字
や
仮
名
を
い

ろ
い
ろ
な
書
き
方
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
く
ず
し
字
の
中
で
も
、
多
数
あ
る
変
体
仮
名
を
あ
る
程
度
覚
え
る
と
、「
翹
楚
篇
」
の
半
分

以
上
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
漢
字
の
く
ず
し
を
覚
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
独
学
で
は
根
気
よ
く
時
間
を
か

け
る
必
要
が
あ
り
、
ぜ
ひ
近
く
の
古
文
書
を
読
む
会
に
参
加
し
勉
強
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
先
輩
か
ら
教
わ
り
な
が
ら
学
ぶ
と
、

予
想
外
に
早
く
習
熟
す
る
も
の
で
す
。

本
書
で
は
、
ペ
ー
ジ
左
側
に
原
文
、
右
側
上
欄
に
解
読
、
下
欄
に
現
代
語
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
か
ら
順
番
に
読
ま
な
く
と

も
良
い
の
で
、
興
味
の
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
目
次
で
選
び
、
最
初
に
現
代
語
訳
を
読
ん
で
あ
ら
す
じ
を
頭
に
入
れ
て
原
文
に
と
り
か
か
る

と
読
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
意
味
が
取
り
づ
ら
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
訳
注
と
し
て
本
書
の
後
ろ
に
簡
単
に
摘
記
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
参
考
に
し
て
下
さ
い
。
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上
杉
家
略
系
図
（
名
前
の
脇
の
数
字
は
景
勝
か
ら
数
え
た
米
沢
藩
の
藩
主
代
数
）

綱
勝

吉
憲 豊

綱
憲

勝
延

重
定

宗
房

宗
憲

豊(

琴
）

黒
田
長
貞

治
憲

春

秋
月
種
美

幸
畠
山

勝
煕

治
広

定
勝

景
勝

顕
孝

山
内
豊
壅
娘
・
采

斉
定

② ①③

④

⑤

⑥⑦⑧

⑨⑩

⑪

吉
良
上
野
介

三
姫
（
富
子
）
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翹
楚
篇

全

翹
楚
篇

致
仕
臣
太
華
源
鵬
謹
撰

ぎ
ょ
う
そ

へ

ん
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治
憲
公始

ハ
勝
興
と
称
奉
り
、

諱

の
字
を
賜
て
治
憲
と
称
た
て
ま
つ
る
、
御

い
み
な

童
名
を
御
実
家
に
在
ら
せ
ら
れ
し
時
ハ
、
松
三
郎
と
称
奉
り
、
御
家
に
入

ら
せ
ら
れ
て
、
直
松
と
称
た
て
ま
つ
り
、
又
直
丸
と
改
給
ひ
、
御
元
服
あ

つ
て
、
弾
正
大
弼

と
称
奉
り
、
隠
居
し
給
ひ
て
越
前
守
と
改
給
ひ
し
也
、

だ
ん
じ
ょ
う
だ
い
ひ
つ

又
文
学
の
御
風
雅
と
て
、
御
学
問
所
を
稽
古
堂
と
称
し
、
御
居
間
を

け

い

こ

白
鶴
台
と
称
し
、
又

来
章
閣

と
称
し
、
御
号
を
鷹
山
と
称
し
、
御
園

は
っ
か
く
だ
い

ら
い
し
ょ
う
か
く

よ
う
ざ
ん

を
紫
霞
園
と
名
つ
け
ら
れ
、
隠
居
ま
し

く
城
南
三
御
丸
に
住
居
し
た
ま

し
か
え
ん

へ
ハ
、
御
号
を
南
亭
と
称
し
、
又
餐
霞
館
と
称
せ
ら
れ
し
、
御
筆
を
染
ら

さ
ん
か
か
ん

れ
し
も
の
に
、
此
等
の
御
称
号
を
記
た
ま
へ
ハ
、
爰
に
書
付
置
は
へ
る
、

こ
こ

〇

公
実
秋
月
長
門
守
種
美
（
初
の
名
佐
渡
守
）
の
第
二
男
に
て
ま

じ
つ
は

あ
き
づ
き
な
が
と
の
か
み

た
ね
み
つ

し
ま
せ
し
を
、
大
炊
頭
重
定
公
（
隠
居
ま
し

く
て
ハ
、
大
殿
様
と

お
お
い
の
か
み

し
げ
さ
だ

称
奉

り
し
也
、
御
嫡
男
を
若
殿
と

唱

る
に
対
す
れ
ハ
、
な
べ
て
当
主

し
ょ
う
し
た
て
ま
つ

ご
ち
ゃ
く
な
ん

と
な
え

を
大
殿
と
称
す
る
が
常
の
事
な
か
ら
、
御
家
に
て
ハ
当
主
を
称
し
奉
り
て
、
屋

お
お
と
の

や

形
様
と
申
上
奉
る
よ
り
、
隠
居
ま
し
ま
せ
る
を
大
殿
と
称
し
奉
る
事
な
り
、

か
た
さ
ま

お
お
と
の

去
れ
ハ
、
継
て
隠
居
ま
し

く
て
、
隠
居
二
人
ま
し
ま
せ
ハ
、
治
憲
公
を
称

は
る
の
り
こ
う

し
奉
り
て
、
中
殿
と
ハ
申
上
奉
る
事
也
、

篇
中

大
殿
と
称
し
奉
る
あ
れ
ハ
爰

な
か
と
の

へ
ん
ち
ゅ
う

こ
こ

に
こ
と
は
り
置
は
へ
る
）

養
て
世
子
に
、

治
憲
は
、
秋
月
の
実
家
で
は
松
三
郎
、

上
杉
家
で
直
松
・
直
丸
、
勝
興
、
将
軍

の
一
字
を
も
ら
い
治
憲
、
弾
正
大
弼
、

隠
居
し
て
越
前
守
、
号
を
鷹
山
、
学
問

所
を
稽
古
堂
、
居
間
を
白
鶴
台
・
来
章

閣
、
御
園
を
紫
霞
園
、
隠
居
し
て
三
之

丸
に
住
み
、
号
を
南
亭
、
餐
霞
館
と
称

し
た
。



治
憲
は
、
秋
月
長
門
守
種
美
（
佐

渡
守
）
の
二
男
で
あ
っ
た
が
、
大
炊
頭

重
定
（
大
殿
と
い
う
、
治
憲
が
隠
居
す

る
と
治
憲
は
中
殿
と
呼
ぶ
）
の
養
子
と

な
る
。
世
子
と
き
ま
り
、
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立
た
ま
ひ
し
か
ハ
、
宝
暦
十
年
、
桜
田
御
屋
敷
世
子
御
殿

へ
引
移
ま
し

く
、明
和
四
年
重
定
公
隠
居
ま
し

く
て
、

此
君
御
年
十
七
に
て
立
て
、御
家
を
継
ぎ
た
ま
ひ
し
な
り
、

こ
の
き
み

御
在
位
十
九
年
御
年
三
十
五
に
し
て
、
天
明
五
年
隠
居
し

た
ま
ひ
、
「
万
寿
無
疆
」
と
三
丸
御
殿
に
住
せ
た
ま
ひ
し

さ
ん
の
ま
る

ご
て
ん

也
、

〇

公
の
世
子
に
て
ま
し
ま
せ
し
時
、
或
日
、
馬
場
へ
出

て
責
馬
の
御
な
く
さ
ミ
あ
り
、
時
に
、
御
手
明
交
替
の
も

せ
め
う
ま

て
あ
き

の
桜
田
御
屋
敷
に
着
日
也
、其
内
何
と
い
へ
る
も
の
に
や
、

つ
け
る
ひ

そ
の
う
ち

今
年
始
て
江
戸
へ
出
た
る
も
の
也
、
事
々
不
案
内
に
て
、

こ
と
ご
と

馬
場
を
通
り
御
馬
見
所
近
く
行
つ
め
け
れ
バ
、
人
々
叱
し

う
ま

み

し
っ

て
退
け
ぬ
、
元
よ
り
不
案
内
の
も
の
な
れ
バ
、
驚
あ
ハ

し
り
ぞ

て
ゝ
、
御
馬
見
所
向
、
諸
士
居
小
屋
の
垣
の
内
に
入
て
身

し
ょ
し

い

ご

や

か
き

を
隠
せ
り

宝
暦
十
年
、
江
戸
の
桜
田
屋
敷
世
子
御
殿
へ
引
移

っ
た
。
明
和
四
年
に
重
定
が
隠
居
し
、
治
憲
が
十

七
歳
で
家
を
継
い
だ
。
在
位
は
十
九
年
。
天
明
五

年
、
三
十
五
歳
で
隠
居
し
、「
万
寿

疆

無
」
と

ば
ん
じ
ゅ
か
ぎ
り
な
し

三
丸
御
殿
に
住
ん
だ
。



治
憲
が
世
子
の
時
、
あ
る
日
、
馬
場
で
責
馬

を
楽
し
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
、
御

手
明
交
替
の
者
が
桜
田
御
屋
敷
に
到
着
の
日
だ
っ

た
。
そ
の
う
ち
何
と
言
う
者
か
、
今
年
初
め
て
江

戸
に
出
て
き
た
者
な
の
で
勝
手
が
わ
か
ら
ず
、
馬

場
を
通
り
馬
見
所
近
く
行
っ
て
し
ま
い
、
人
々
が

叱
責
す
る
と
、
も
と
よ
り
不
案
内
な
の
で
驚
き
あ

わ
て
て
馬
見
所
向
い
の
諸
士
の
居
小
屋
の
垣
の
内

に
入
っ
て
身
を
隠
し
た
。
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斯
し
て
久
し
く
待
け
れ
と
も
、
御
責
馬
の
や
ま
さ
り
け
れ

か
くバ

、
何
か
ハ
た
ま
る
へ
き
、
や
む
事
な
く
し
て
垣
の
か
け

に
て
小
便
せ
り
、
侍
衛
の
諸
士
お
の

く
見
つ
け
て
、
此
事

じ
え
い

こ
の
こ
と

を

訟

ん
事
を
議
す
、
此
事
公
の
御
耳
に
達
し
け
る
に
や
、

う
っ
た
え

ぎ

た
っ

諸
士
を
か
へ
り
ミ
、
見
た
ま
ひ
て
の
た
ま
ひ
し
、
責
馬
を

ミ
て
居
り
し
ゆ
へ
、
小
便
す
る
も
の
を
ハ
、
見
る
暇
も

い
と
ま

な
か
り
し
そ

く
と
の
た
ま
ひ
し
ほ
と
に
、
議
す
る
人
々

其
名
を
も
き
か
ず
し
て
や
ミ
ぬ
、

そ
の
な

〇

世
子
に
て
ま
し
ま
せ
し
時
、
侍
臣

某

精
進
の
朝
餉

じ
し
ん

な
に
が
し
し
ょ
う
じ
ん

あ
さ
げ

を
供
し
ま
ひ
ら
す
る
に
、
椀
中
芋
の
子
に
魚
の
鱗
一
片

き
ょ
う

わ
ん
ち
ゅ
う
い
も

こ

う
ろ
こ
い
っ
ぺ
ん

つ
ひ
て
あ
り
、
進
め
て
後
見
付
る
と
い
へ
ど
も
、
せ
ん
所

の
ち

み
つ
け

を
知
ら
す
、
公
竊
に
知
し
め
し
、
芋
を

覆

し
て
鱗
を

ひ
そ
か

し
ろ

く
つ
が
え

う
ろ
こ

か
く
し
、

こ
う
し
て
暫
く
待
っ
て
い
た
が
責
馬
が
終
わ
ら

ず
、
ど
う
し
て
も
溜
ま
っ
て
し
ま
い
（
訳
註
）、

や
む
な
く
垣
の
陰
で
小
便
を
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
を
侍
衛
の
諸
士
が
見
つ
け
て
こ
の
事
を
訴
え
よ

う
と
し
た
。
そ
れ
が
治
憲
の
耳
に
入
り
、
諸
士
を

返
り
見
て
言
わ
れ
た
の
は
、
自
分
は
責
馬
を
見
て

い
た
の
で
小
便
す
る
者
を
見
る
暇
も
な
か
っ
た
、

な
か
っ
た
よ
、
と
言
わ
れ
た
の
で
、
訴
え
よ
う
と

し
た
人
々
も
名
も
聞
か
ず
に
事
は
終
わ
っ
た
。

ਕ

世
子
だ
っ
た
時
、
家
臣
の
某
が
精
進
の
朝
餉

を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
椀
中
の
芋
の

子
に
魚
の
鱗
が
一
片
付
い
て
い
た
。
進
め
て
か
ら

見
つ
け
た
け
れ
ど
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら

な
か
っ
た
が
、
治
憲
は
コ
ッ
ソ
リ
（
訳
註
）、
芋

を
裏
返
し
て
鱗
を
か
く
し
て
し
ま
っ
た
。
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た
ま
ひ
し
、

〇

世
子
に
て
ま
し
ま
す
時
、
侍
臣

某

潔
斎
の
日
に
あ

じ
し
ん

な
に
が
し
け
っ
さ
い

た
っ
て
、

過

て
悪
火
す
す
め
ま
ひ
ら
す
る
、
側
に
侍
る

あ
や
ま
ち

あ
く
ひ

そ
ば

も
の
悪
火
の
由
を
告
、
且

進

る
も
の
ゝ
不
敬
を
責
た
り

つ
げ

ま
い
ら
す

ふ
け
い

し
に
、
公
き
こ
し
め
し
て
、
此
炭
も
と
い
か
な
る
家
、
い

か
な
る
火
を
も
て
か
製
な
せ
る
と
の
た
ま
ひ
て
、
敢
不

つ
く
り

あ
え
て

敬
を
咎
た
ま
は
す

と
が
め

〇

世
子
に
て
ま
し
ま
せ
し
時
、
国
民
の
困
窮
を
き
こ
し

め
し
、
嘆
か
せ
た
ま
ひ
、
や
が
て
世
を
継
ぎ
た
ま
ひ
し
時

も
、
や
は
り
此
ま
ゝ
な
ら
ハ
、
貧
民
の
一
助
に
も
成
な
ん

か
と
、
の
た
ま
ハ
せ
し
が
、
世
を
継
た
ま
ひ
し
に
も
、
果

た
し
て
其
御
言
葉
の
こ
と
く
、
御
部
屋
住
御
仕
切
料
の
ま

お
へ
や
ず
み

お
し
き
り
り
ょ
う

ゝ
、
纔
二
百
九
両
一
分
何
ほ
と
に
て
、
御

わ
ず
か



世
子
で
あ
っ
た
時
、
家
臣
が
潔
斎
の
日
に
過

ち
で
悪
火
（
訳
註
）
を
進
め
て
し
ま
い
、
側
近
の

者
が
、
悪
火
の
事
を
告
げ
、
進
め
た
者
の
不
敬
を

責
め
た
が
、
治
憲
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
、
此
の
炭
、

元
は
ど
ん
な
家
、
ど
ん
な
火
で
作
ら
れ
た
も
の
な

の
か
と
言
っ
て
、
敢
え
て
不
敬
を
咎
め
な
か
っ
た
。



世
子
で
あ
っ
た
時
、
国
民
の
困
窮
を
聞
き
、

嘆
い
て
、
や
が
て
家
督
を
継
い
で
も
、
や
は
り
こ

の
ま
ゝ
な
ら
ば
、
貧
民
の
一
助
に
も
成
る
だ
ろ
う

と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
藩
主
と

な
っ
て
も
部
屋
住
時
代
の
御
仕
切
料
の
ま
ま
、
わ

ず
か
二
百
九
両
一
分
程
に
て
、
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手
元
の
御
服
食
ハ
足
ら
せ
た
ま
ひ
し
、

て

も

と

ご
ぶ
く
し
よ
く

〇

公
立
て
家
督
し
た
ま
ひ
し
時
の
事
也
、
御
蔵
元
の

た
ち

お
く
ら
も
と

逼
迫
せ
し
ハ
、
実
も
尤
の
事
也
、
其
む
か
し
、
越
州
を
領

ひ
っ
ぱ
く

げ
に

え
つ
し
ゅ
う

り
ょ
う

し
た
ま
ひ
し
こ
ろ
ハ
、
其
御
高
も
知
ら
れ
ぬ
ほ
と
な
り
し

お
ん
た
か

を
、
百
二
十
万
石
に
て
会
津
に
移
ら
せ
た
ま
ひ
、
又
三
十

万
石
に
減
し
て
、
米
沢
に
移
た
ま
ひ
、
夫
が
上
に
半
を

げ
ん

そ
れ

な
か
ば

減
し
て
、
十
五
万
石
を
知
し
め
し
た
れ
バ
、
君
は
元
よ
り
、

し
ろ

き
み

大
国
の
君
臣
ハ
、
お
の

く
大
家
の
末
な
れ
ば
、
君
臣
と

た
い
こ
く

た
い
け

も
に
む
か
し
を
し
た
ふ
人
情
よ
り
、
其
礼
、
其
格
も
分
に
越

そ
の
れ
い

そ
の
か
く

ぶ
ん

こ
え

た
り
、
尤
俸
禄
こ
そ
其
時
々
に
減
た
れ
、
大
小
の
諸
士
凡

ほ
う
ろ
く

そ
の
と
き
ど
き

へ
り

お
よ
そ

五
千
家
に
近
く
、
其
俸
禄
を
通
計
せ
バ
十
一
、
二
万
石
に

つ
う
け
い

も
至
ぬ
へ
し
、
只
夫
の
ミ
か
治
平
の
久
し
き
に
、
其
格
、

ち
へ
い

其

手
元
の
服
食
費
は
十
分
と
し
た
。

౽

治
憲
が
家
督
を
継
が
れ
た
時
の
こ
と
だ
が
、

藩
財
政
が
逼
迫
し
た
の
は
い
か
に
も
尤
の
事
。
そ

の
昔
、
越
後
が
所
領
だ
っ
た
頃
は
石
高
も
分
か
ら

な
い
程
た
く
さ
ん
だ
っ
た
が
、
百
二
十
万
石
に
て

会
津
に
、
又
三
十
万
石
に
減
じ
て
米
沢
に
、
そ
し

て
又
半
ば
を
減
じ
て
十
五
万
石
の
知
行
に
な
っ
た

が
、
君
臣
と
も
に
大
家
の
子
孫
な
の
で
昔
を
思
い
、

礼
儀
格
式
も
昔
の
ま
ゝ
で
分
限
（
訳
註
）
を
超
え

た
こ
と
を
し
て
い
た
。
俸
禄
こ
そ
は
時
々
に
減
少

さ
せ
た
が
、
大
小
の
諸
士
は
合
計
五
千
家
に
近
く
、

そ
の
俸
禄
を
通
算
す
れ
ば
十
一
、
二
万
石
に
も
な

る
。
只
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
泰
平
の
世
も
永
く

な
り
、
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式
の
ミ
次
第

く
に
大
き
く
成
来
り
し
ま
ゝ
に
、
数
十
、

百
万
の

蓄

を
添
て
つ
か
ひ
来
り
し
よ
り
、
其
年
の
貢
も

た
く
わ
え

み
つ
ぎ

て
其
年
の
用
に
足
る
へ
く
も
あ
ら
す
、
出
入
豪
家
の
も
の

で
い
り

ご
う
け

に
御
手
を
下
ら
れ
、
利
金
息
銭
を
費
し
て
、
過
し
来
り
た

お
て

さ
げ

り

き

ん

そ
く
せ
ん

ま
ひ
し
よ
り
、
御
国
政
も
御
心
に
ま
か
せ
ら
れ
ぬ
事
に
ハ

な
り
ぬ
、
尚
も
漸
々
の
衰
あ
ら
バ
、

遖

百
姓
の
難
義
、

ぜ
ん
ぜ
ん

あ
っ
ぱ
れ

な
ん
ぎ

御
家
の
危
急
に
も
至
ら
せ
た
ま
ふ
へ
き
を
、
此
事

明

に

き
き
ゅ
う

あ
き
ら
か

知
し
め
せ
し
よ
り
、
御
家
督
の
は
じ
め
な
か
ら
、
御
膳
ハ

し
ろ

ぜ
ん

一
汁
一
菜
を
供
さ
し
め
、
御
服
ハ
木
綿
め
さ
せ
ら
れ
、
是

い
ち
じ
ゅ
う
い
っ
さ
い

ご
ふ
く

も
め
ん

を
目
当
の
倹
約
を
と
仰
出
さ
れ
し
な
り
、
凡
の
人
情
始
あ

ら
ざ
る
事
な
く
、
能
終
あ
る
事
す
く
な
き
な
ら
ひ
な
る

よ
く
お
わ
り

に
、
御
在
位
十
九
年
、
今
既
隠
居
ま
し

く
て

格
式
ば
か
り
大
き
く
な
り
、
数
十
、
百
万
の
蓄
も

使
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
年
の
年
貢
で
そ
の
年
の
出

費
に
足
り
ず
、
出
入
の
豪
家
の
者
に
手
を
下
げ
て

は
借
財
し
、
利
息
を
払
い
続
け
て
過
し
て
来
た
。

そ
の
た
め
、
国
政
も
思
い
ど
お
り
に
運
べ
な
く
な

っ
た
。
尚
も
こ
の
ま
ま
衰
頽
し
た
な
ら
、
百
姓
は

困
窮
し
、
御
家
は
危
急
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

明
ら
か
に
知
ろ
し
め
せ
し
た
め
（
訳
註
）
、
家
督

の
始
め
で
は
あ
る
が
、
御
膳
は
一
汁
一
菜
、
衣
服

は
木
綿
を
着
る
と
決
め
ら
れ
、
こ
れ
を
見
当
に
倹

約
を
命
じ
た
。
お
よ
そ
、
人
情
と
し
て
初
め
は
取

り
組
む
が
最
後
ま
で
成
し
遂
げ
る
者
は
少
な
い

（
訳
註
）、
と
は
世
の
常
だ
が
、
御
在
位
十
九
年
、

今
既
に
隠
居
し
て
か
ら
も
、



- 27 -



- 28 -

さ
へ
其
倹
を
守
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
膳
は
一
菜
に
限
り
、

つ
ま
し

ぜ
ん

御
服
ハ
御
下
め
し
ま
て
に
、
木
綿
を
め
さ
せ
ら
れ
し
也
、

お
ん
し
た

〇

公
学
問
を
好
た
ま
ひ
、

平
洲
先
生

姓
ハ
紀
、
名
ハ
徳
民
、

字
を
世
馨
と
言
、
平
洲
と

へ
い
し
ゅ
う

号
し
、
俗
名
を
細
井
甚
三
郎
と
言
、
当
時
尾
張
の
処
士
と

し
て
江
戸
に
住
し
、
今
挙
ら
れ
て
尾
張
家
の
儒
臣
た
り

鶴
台
先
生

姓
ハ
滝
、
名
ハ
長
愷

字
ハ
弥
八
、
鶴
台
と
号
し
、

か
く
だ
い

俗
名
を
滝
弥
八
と
言
、
毛
利
家
の
儒
臣
た
り

太
室
先
生

姓
ハ
渋
井
、
名
ハ
孝
徳
、
字
ハ
子
章
、
太
室
と
号
し
、

た
い
し
つ

俗
名
を
渋
井
平
左
衛
門
と
言
、
堀
田
家
の
儒
臣
た
る
が
後

挙
げ
ら
れ
て
、
参
政
た
り

大
湫
先
生

姓
ハ
南
宮
、
名
ハ
岳
、
字
ハ
喬
卿
、
大
湫
と
号
し
、

た
い
し
ゅ
う

な
ん
ぐ
う

俗
名
を
南
宮
弥
六
郎
と
言
、
尾
張
の
処
士
と
し
て
江
戸
に

住
せ
し
人
な
り

を
請
し
て
常
に
師
事
し
給
ひ
、
又
諸
臣
の
中
に
も
切
磋

し
ょ
う

せ
っ
さ

の
た
め
に
ハ
、
友
事
し
た
ま
へ
る
も
あ
り
し
也
、

と
も
つ
か
え

〇

平
洲
先
生
を
請
し
て
、
経
書
の
講
釈
を
聞
た
ま
ひ
、

け
い
し
ょ

こ
う
し
ゃ
く

兼
て
御
家
老
、
御
用
人
よ
り
外
様
勤
仕
の
諸
士
ま
て
に
、

と
さ
ま

ご
ん
し

侍
聴
せ
し
め
た
ま
ふ
、
或
日
、
大
学
の
講
釈
聞
給
ひ
し

じ
ち
ょ
う

こ
う
し
ゃ
く

た
ま

時
の
事
也
、
其
日
し
か

そ
の
倹
約
を
守
り
御
膳
は
一
菜
、
衣
服
は
下
着
ま

で
木
綿
を
着
て
い
る
。



治
憲
は
学
問
を
好
み
、
平
洲
先
生
（
細
井
甚

三
郎
、
尾
張
の
人
）

鶴
台
先
生
（
滝
弥
八
、
毛

利
家
の
儒
者
）、
太
室
先
生
（
渋
井
太
室
、
堀
田

家
の
儒
者
）、
大
湫
先
生
（
南
宮
大
湫
、
尾
張
の
人
）

を
招
き
常
に
師
事
し
て
き
た
。
又
諸
臣
の
中
に
も

学
問
に
努
め
励
む
た
め
共
に
学
ぶ
者
も
あ
っ
た
。

ழ

平
洲
先
生
を
招
き
、
経
書
の
講
釈
を
受
け
た

時
、
一
緒
に
、
家
老
、
用
人
、
外
様
勤
仕
（
訳
註
）

の
諸
士
に
ま
で
側
に
控
え
さ
せ
て
聴
講
さ
せ
た
。

あ
る
日
、
大
学
の
講
釈
を
聞
い
て
い
た
時
の
事
で

あ
る
。
そ
の
日
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く
の
事
あ
り
て
、
朝
は
や
く
起
た
ま
ひ
た
る
よ
り
、
頻

し
き
り

に
御
睡
を
催
さ
れ
し
事
あ
り
、
進
て
先
生
へ
の
た
ま
ひ

ね
む
り

し
御
言
葉
に
、
今
朝
は
や
く
起
た
る
よ
り
、
頻
に
ね
ふ
り

を
催
し
て
、
聖
言
を
聞
の
礼
を
失
せ
り
、
此
罪
何
を
も
て

せ
い
げ
ん

し
つ

か

補
侍

ら
ん
、
と
の
た
ま
ひ
し
か
バ
、
侍
聴
の
群
臣
お

お
ぎ
な
い
は
べ

じ
ち
ょ
う

の

く
驚
感
し
あ
へ
る
也
、

き
ょ
う
か
ん

〇

於
琴
の
御
方
御
部
屋
と
称
し
て
公
の
御
奥
に
入
輿

お
こ
と

し
た
ま
ふ
、
其
御
も
ふ
け
と
て
奥
御
殿
の
経
営
あ
り
、
此

年
旱
し
て
、
作
毛
の
い
か
ゝ
あ
ら
ん
と
い
ひ
あ
へ
る
ほ

ひ
で
り

さ
く
も
う

と
な
り
、
公
聞
し
め
し
、
百
姓
大
旱
を
苦
し
ミ
、
諸
山

き
こ

お
お
ひ
で
り

し
ょ
ざ
ん

の
寺
院

雩

祭
其
法
を
尽
と
い
へ
と
も
、
い
ま
た
し
る
し

あ
ま
ご
い
ま
つ
り

あ
ら
す
、
此
日
に
当
て
、

し
か
じ
か
の
事
が
あ
っ
て
、
朝
早
く
起
き
た
の
で

頻
に
眠
気
を
催
さ
れ
、
進
て
（
訳
註
）
先
生
に
こ

う
白
状
し
た
。
今
朝
早
く
起
き
た
の
で
頻
に
眠
り

を
催
し
、
聖
言
を
聞
か
ず
失
礼
し
ま
し
た
、
こ
の

罪
何
を
も
っ
て
補
え
ま
す
か
と
。
そ
れ
を
聞
い
た

席
に
い
た
家
臣
ら
は
驚
き
感
嘆
し
た
。

ృ

於
琴
の
方
（
綱
憲
の
子
の
式
部
勝
延
の
三
女

で
家
柄
か
ら
す
れ
ば
「
御
部
屋
」
な
ど
で
は
勿
体

な
い
が
、
深
窓
に
む
な
し
く
過
ご
し
十
歳
年
上
の

め
ま
さ
り
で
あ
る
）
が
御
部
屋
と
し
て
輿
入
れ
さ

れ
る
の
で
奥
御
殿
の
準
備
が
始
ま
っ
た
が
、
こ
の

年
は
日
照
り
で
、
収
穫
も
心
配
さ
れ
て
い
た
。
治

憲
は
百
姓
が
日
照
り
に
苦
し
み
、
寺
院
が
雨
乞
祭

等
に
手
を
尽
く
し
て
も
今
だ
に
そ
の
兆
候
が
な

く
、
こ
の
よ
う
な
時
に

（
式
部
勝
延
君
の
三
女
に
て
ま
し
ま
せ
ハ
、
御
部
屋
と
称
し
ま

ひ
ら
す
へ
き
御
か
た
な
ら
ね
と
、
深
窓
に
む
な
し
く
ま
し
ま
す

を
も
て
、
年
寄
衆
お
す
ゝ
め
申
媒
し
奉
り
、
御
年
十
ち
か
ひ
の

め
ま
さ
り
に
ま
し
ま
す
を
、
正
室
の
江
戸
に
い
ま
せ
し
を
も
て
、

御
部
屋
と
下
し
ま
い
ら
せ
て
御
奥
へ
ハ
入
ら
せ
給
ひ
し
）
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何
そ
奥
向
の
普
請
を
か
せ
ん
、
と
の
た
ま
ひ
て
、
い
ま
た

お
く
む
き

ふ
し
ん

半
な
ら
さ
る
に
、
奥
御
殿
の
普
請
を
止
た
ま
ひ
し
、

な
か
ば

〇

公
初
め
て
入
部
ま
し
ま
せ
し
年
よ
り
、
民
の
辛
苦
を

に
ゅ
う
ぶ

し
ん
く

知
し
め
さ
ん
た
め
、
又
ハ
旱
つ
ゝ
き
、
雨
つ
ゝ
き
に
ハ
、

ひ
で
り

田
畑
御
覧
の
た
め
に
鉄
砲
も
た
せ
、
鳥
打
、
御
野
遊
の
御
唱

と
り
う
ち

の
あ
そ
び

お
と
な
え

に
て
、
度
々
野
間
に
出
て
、
耕
作
の
辛
苦
を
見
た
ま
ひ
、
或

た
び
た
び

の

あ
い

あ
る
い

は
民
家
に
や
す
ら
ひ
、
何
か
れ
御
物
語
な
と
し
た
ま
ひ
て
、

通
ら
せ
た
ま
ひ
し
ハ
常
の
事
也
、
安
永
六
年
九
月
十
九
日

の
事
也
、
御
城
の
北
門
へ
老
た
る
嫗
来
り
て
御
台
所
へ
通

ば
ば

お
だ
い
ど
こ
ろ

る
と
言
、
故
を
問
へ
ハ
、
約
束
し
ま
ひ
ら
せ
し
刈
納
餅(

か

か
り
あ
げ
も
ち

り
あ
げ
も
ち
と
ハ
、
農
家
に
て
稲
を
刈
仕
廻
た
る
祝
と
て
、
九
月
十

九
日
に
、
戸
こ
と
に
餅
つ
き
て
く
ら
ふ
を
い
ふ)

を
献
す
る
と
言
、

も
ち

け
ん

去
れ
ハ
、
御
門

く
滞

な
く
通
り
御
台
所
へ
出
て
、

と
ど
こ
お
り

福
田
餅
（
か
り
あ
げ
も
ち
を
ま
ろ
め
た
る
も
の
、
名
つ
け
て

ふ

く

で
も
ち

ど
う
し
て
奥
向
の
普
請
が
で
き
よ
う
か
と
言
っ

て
、
中
途
で
あ
っ
た
が
、
奥
御
殿
の
普
請
を
止
め

さ
せ
た
。

ે

初
入
部
の
年
よ
り
、
民
の
苦
労
を
知
る
為
、

又
日
照
り
や
雨
続
き
に
は
田
畑
視
察
の
た
め
、
鉄

砲
を
持
た
せ
て
鳥
打
と
か
、
野
遊
と
称
し
て
度
々

野
に
出
て
、
農
家
の
耕
作
の
苦
労
を
見
た
り
、
あ

る
い
は
民
家
で
休
憩
し
て
様
々
話
を
聞
く
の
が
常

だ
っ
た
。
安
永
六
年
九
月
十
九
日
の
事
で
あ
る
。

御
城
の
北
門
へ
老
婆
が
来
て
台
所
へ
行
き
た
い
と

い
う
。
理
由
を
問
う
と
、
約
束
し
て
い
た
刈
納
餅

か
り
あ
げ
も
ち

（
稲
刈
り
の
祝
の
餅
）
を
献
上
す
る
と
い
う
、
そ

れ
で
、
各
御
門
を
滞
な
く
通
り
、
御
台
所
に
出
て
、

福
田
餅
（
か
り
あ
げ
も
ち
を
丸
め
た
も
の
）

ふ
く
で
も
ち
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ふ
く
で
も
ち
と
い
ふ
、
福
田
の
略
語
に
て
祝
い
た
る
名
な
り
）

一
苞

ひ
と
つ
と

に
、
大
豆
粉
一
包
を
副
て
出
し
ぬ
、
故
を
問
へ
ハ
、
御
門

だ
い
ず
こ

そ
え

く
に
て
答
し
、
し
か

く
の
ご
と
し
、
各
あ
や
し
く
お

も
ひ
な
か
ら
、
其
よ
し
言
上
に
及
け
れ
ハ
、
扨
ハ
殊
勝

ご
ん
じ
ょ
う

さ
て

の
事
也
、
疾
披
露
せ
よ
と
の
御
意
に
て
、
御
取
上
あ
り
、

と
く

ひ
ろ
う

ぎ
ょ
い

お
と
り
あ
げ

飯
、
酒
の
御
手
当
よ
り
、
金
子
な
と
た
ま
ハ
り
、
厚
く
謝

き
ん
す

し
て
帰
し
た
ま
ひ
し
也
、
其
故
を

推
尋

る
に
、
御
野
間

お
し
て
た
ず
ぬ

の

あ

い

の
時
、
夕
つ
か
た
の
事
な
り
、
老
た
る
嫗
が
い
そ
が
し
く

ゆ
う

ば
ば

稲
取
仕
廻
居
た
る
を
御
覧
し
、
御
家
中
諸
士
の
ふ
り
し
て
、

い
ね

と
り
し
ま
い

お
り

ご
ろ
う

か
ち
ゅ
う
し
ょ
し

御
ミ
づ
か
ら
持
運
取
仕
廻
手
伝
ハ
せ
た
ま
ひ
て
、
此
稲
ハ

も
ち
は
こ
び
と
り
し
ま
い

何
米
な
り
と
問
せ
給
ひ
し
に
、
糯
米
と

答
奉

り
し
よ
り
、

な
に
こ
め

も
ち
ご
め

こ
た
え
た
て
ま
つ

斯
手
伝
た
れ
ハ
、
さ
ぞ
か
り
あ
げ
餅
を
バ
く
れ
る
に
こ
そ
、

か
く
て
つ
だ
い

も
ち

と

戯

の
た
ま
ひ
し
事
の
あ
り
し
を
、
公
と

た
わ
む
れ

一
苞
に
、
大
豆
粉
一
包
を
副
え
て
出
し
た
。
そ
こ

で
も
理
由
を
聞
か
れ
た
の
で
、
各
御
門
で
答
え
た

よ
う
に
、
し
か
じ
か
と
説
明
。
変
に
思
い
な
が
ら

も
、
そ
の
旨
を
治
憲
に
申
し
上
げ
る
と
、
さ
て
は

殊
勝
で
あ
る
、
急
い
で
披
露
せ
よ
と
の
命
令
が
あ

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
飯
や
酒
に
加
え
て
金
子
等

も
下
さ
れ
て
厚
く
謝
し
て
帰
さ
れ
た
。
其
の
理
由

を
尋
ね
る
と
、
野
間
に
出
て
い
た
時
、
夕
方
の
事

で
、
老
婆
が
忙
し
く
稲
の
取
入
れ
を
し
て
い
る
の

を
見
て
、
家
中
の
諸
士
の
ふ
り
を
し
て
、
稲
を
運

び
取
入
れ
を
手
伝
い
、
此
の
稲
は
何
米
か
と
聞
い

た
ら
、
も
ち
米
と
答
え
た
の
で
、
こ
ん
な
に
手
伝

を
し
た
か
ら
に
は
さ
ぞ
や
刈
上
げ
餅
も
貰
え
る
だ

ろ
う
な
、
と
冗
談
で
言
っ
た
事
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

治
憲
と
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知
ま
ひ
ら
せ
し
な
る
へ
し
、
此
外
、
彼
村
の
老
嫗
が
ミ
づ

し
り

か
の
む
ら

ろ
う
お
う

か
ら
績
て
、
娘
に
織
ら
せ
、
娵
に
お
ら
せ
た
る
と
い
ひ

つ
む
ぎ

よ
め

て
布
を
献
し
、
此
所
の
老
婆
が
ミ
づ
か
ら
糸
と
り
、
自
織

み
ず
か
ら
お
り

な
せ
る
木
綿
な
ん
ど
ゝ
て
、
代
官
所
へ
出
し
て
献
し
た
る

ハ
、
其
数
挙
て
記
に
い
と
ま
あ
ら
す
、
老
婆
が
誠
と
て
、

そ
の
か
ず
あ
げ

し
る
す

毎
度
召
料
に
も
仰
付
ら
れ
、
又
老
に
あ
や
か
ら
せ
た
ま

め
し
り
ょ
う

お
お
せ
つ
け

ろ
う

へ
と
て
、
御
父
重
定
公
へ
献
し
た
ま
ひ
し
も
あ
り
し
也
、

〇

御
年
若
に
ま
し

く
な
が
ら
、
老
人
を
寵
せ
ら
れ

と
し
わ
か

ち
ょ
う

し
ハ
、
齢
を
尊
ひ
給
ふ
の
浅
か
ら
す
、
ふ
り
に
し
事
な

よ
わ
い

と
尋
と
ひ
た
ま
ハ
ん
た
め
な
る
へ
し
、
い
つ
も
御
在
国

た
ず
ね

の
時
ハ
、
近
習
、
外
様
の
差
別
な
く
、
年
寄
て
其
人
が

き
ん
じ
ゅ
う

と
し
よ
り

ら
も
相
応
な
る
、
又
は

知
っ
た
の
だ
ろ
う
（
訳
註
）。
此
外
に
も
、
あ
ち

こ
ち
の
村
の
老
嫗
が
自
分
で
紡
い
で
、
娘
に
織
ら

せ
、
或
は
嫁
に
織
ら
せ
た
と
い
っ
て
は
木
綿
の
布

を
献
上
し
た
り
で
、
代
官
所
を
通
じ
て
献
上
さ
れ

た
も
の
は
、
記
録
が
追
い
つ
け
な
い
程
。
老
婆
の

真
心
が
籠
っ
て
い
る
と
、
毎
度
お
召
物
に
す
る
よ

う
言
付
る
。
又
長
寿
に
あ
や
か
ら
せ
給
え
と
、
父

の
重
定
へ
献
じ
ら
れ
た
事
も
あ
っ
た
。

ે


年
若
く
あ
り
な
が
ら
、
老
人
を
慈
し
む
こ

と
は
、
年
配
者
を
尊
ぶ
こ
と
厚
く
並
々
で
な
い
。

昔
の
事
等
を
尋
ね
聞
く
た
め
、
在
国
の
時
は
い
つ

も
近
習
、
外
様
（
訳
註
）
の
差
別
な
く
、
年
寄
り

で
、
そ
の
人
柄
も
し
か
る
べ
き
者
と
か
、
又
は
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何
ぞ
に
勝
れ
た
る
な
と
、
聞
ゆ
る
老
人
を
ハ
、
御
夜
咄
と

す
ぐ

よ
ば
な
し

し
て
め
さ
せ
ら
れ
、
口
に
か
な
へ
る
御
夜
食
の
お
も
ふ
け

よ
り
、
菓
子
、
酒
な
ど
の
御
も
て
な
し
あ
り
て
、
咄
さ

は
な
し

せ
給
ひ
し
、

〇

安
永
六
年
十
二
月
廿
三
日
の
事
也
、
関
口
東
嶺
の

せ
き
ぐ
ち
と
う
れ
い

衾
歳
暮
の
和
歌
を
御
覧
し
、
感
ま
し

く
て
、
わ
た
こ

ふ
す
ま

せ
い
ぼ

と
い
ふ
も
の
に
し
て
き
よ
、
と
の
御
事
に
て
、
綿
二
把
を

た
バ
せ
た
ま
ひ
し
、
其
二
首
、

〇

九
十
以
上
の
老
人
御
手
当
の
事
、
安
永
六
年
の
事
也
、

諸
士
ハ
御
城
に
召
さ
れ
、
百
姓
町
人
は
代
官
所
へ
め
さ
れ
、

其
所
に
御
成
あ
つ
て
逢
せ
ら
れ
し
也
、
御
城
へ
召
さ
れ
し

お
な
り

あ
わ

分
ハ
御
仲

何
か
他
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
評
判
の
老
人
を
夜
咄

に
呼
び
、
お
い
し
そ
う
な
夜
食
の
支
度
を
し
、
菓

子
や
酒
等
も
出
し
て
も
て
な
し
、
咄
を
さ
せ
た
。

ે


安
永
六
年
十
二
月
廿
三
日
の
事
。
関
口
東

嶺
の
衾
歳
暮
の
和
歌
を
御
覧
に
な
り
、
深
く
感
動

し
て
、
綿
子
に
し
て
着
る
よ
う
に
と
綿
二
把
を
下

さ
っ
た
。
そ
の
二
首
（
註
）

夜
を
寒
み
寝
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
引
か
つ
く
、

薄
き
衾
（
ふ
す
ま
）
に
夢
た
に
も
な
し

惜
し
む
へ
き
月
日
な
か
ら
も
老
の
身
は

年
の
寒
さ
に
春
そ
急
か
る

ે
ਕ

九
十
以
上
の
老
人
へ
の
ね
ぎ
ら
い
は
、
安

永
六
年
の
事
。
諸
士
は
城
に
召
れ
、
百
姓
町
人
は

代
官
所
へ
召
さ
れ
て
、
そ
こ
に
お
出
ま
し
に
な
っ

て
会
わ
れ
た
。
御
城
へ
召
さ
れ
た
方
は
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之
間
口
ま
て
駕
篭
免
さ
れ
、
御
座
の
間
へ
め
し
て
逢
せ

か

ご

ゆ
る

ら
れ
、
公
と
御
父
重
定
公
ハ
、
御
二
の
間
に
列
座
ま
し

れ

つ

ざ

く
、
老
人
ど
も
ハ
御
四
の
間
ま
て
め
さ
れ
、

御
小
姓
頭
御
取
合
あ
り
、
御

懇
の
御
意
下
り
、
猶
御
三

お
こ
し
ょ
う
が
し
ら
お
と
り
あ
わ
せ

お
ね
ん
ご
ろ

な
お

の
間
へ
下
ら
せ
た
ま
ひ
、
何
か
れ
御
親
し
き
御
問

尋
あ

し
た

と
い
た
ず
ね

り
、
公
よ
り
時
服
た
ま
ハ
り
、
重
定
公
よ
り
金
子
た
ま

じ

ふ

く

ハ
り
、
其
御
席
に
て
御
料
理
た
ま
ハ
り
、
此
時
も
の
ぞ

そ

の

お

せ

き

ま
せ
た
ま
ひ
、
御

労
り
の
御
意
御
懇
也
、
御
前
と
い
へ

お
い
た
わ
り

お
ん
ま
え

ど
も
、
其
取
扱
の
常
に
か
ハ
ら
ぬ
様
に
と
の
御
労
り
に

て
、
子
々
共
の
内
附
副
ハ
せ
べ
き
よ
し
、
御
料
理
、
拝
服

こ

こ

ど

も

つ

き

そ

は
い
ふ
く

の
給
仕
も
子
々
共
に
さ
す
べ
し
、
と
の
御
事
に
て
、

或
あ
る
い
は

子
、
或
孫
、
或
娘
、
或
娵
お
の

く
二
、
三
人
づ
つ
附
副

よ
め

つ
き
そ
わ

せ
て
、
常
の
ご
と
く
給
仕
し
事
へ

つ
か

仲
の
間
口
ま
で
駕
篭
に
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
御

座
の
間
に
召
さ
れ
、
治
憲
と
重
定
は
二
の
間
に
列

座
、
老
人
ら
は
四
の
間
に
召
さ
れ
、
小
姓
頭
が
紹

介
し
、
心
の
こ
も
っ
た
言
葉
を
下
さ
れ
た
。
更
に
、

三
の
間
へ
下
り
、
あ
れ
こ
れ
と
親
し
く
話
か
け
、

治
憲
か
ら
は
時
服
を
、
重
定
か
ら
は
金
子
が
下
さ

れ
た
。
そ
の
席
で
料
理
が
出
さ
れ
、
治
憲
も
臨
席

し
て
、
ね
ぎ
ら
い
の
お
気
持
ち
を
示
さ
れ
た
。
御

前
と
い
え
ど
も
普
段
と
変
わ
ら
ぬ
様
に
と
、
子
ど

も
ら
に
付
添
わ
せ
、
料
理
、
拝
服
の
給
仕
も
子
ら

に
さ
せ
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
、
子
あ
る
い
は
孫
、

あ
る
い
は
娘
、
あ
る
い
は
娵
な
ど
、
お
の
お
の
二
、

三
人
づ
つ
付
添
わ
せ
て
、
普
段
の
よ
う
に
給
仕
さ

せ
た
、
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し
め
た
ま
へ
り
、
斯
り
し
か
バ
、
此
御
席
に
侍
り
て
親
し

く
見
し
人
ハ
、
い
ふ
に
や
及
べ
き
、
聞
け
る
人
々
も
老
を

ろ
う

バ
安
ん
ず
べ
け
れ
、
父
母
に
ハ
能
事
ゆ
へ
け
れ
と
、
既
往

や
す

よ
く
つ
か

き

お

う

を
悔
ミ
、
未
来
を
勤
る
心

発
ら
ぬ
ハ
あ
ら
す
、
去
れ
ハ

く
や

つ
と
む

こ
こ
ろ
お
こ

公
さ
へ
悔
ま
せ
給
ひ
し
、
彼
子
々
共
が
給
仕
し
事
ゆ
る
あ

か

の

こ

こ

ど

も

つ
か

り
さ
ま
の
し
ほ
ら
し
く
、
誠
な
る
実
も
老
を
養
ん
子
々
共

げ
に

ハ
、
斯
こ
そ
あ
ら
め
、
実
も
父
母
に
つ
か
へ
ん
事
、
彼
等

げ
に

が
ご
と
く
あ
る
べ
け
れ
、
け
ふ
か
の
子
々
共
が
つ
か
ゆ
る

あ
り
さ
ま
を
見
ず
ハ
、
大
名
ハ
斯
る
も
の
と
安
ん
し
て
、

か
か

終
不
孝
に
ハ
過
べ
き
、
只
恨
ら
く
ハ
御
殿
へ
だ
た
り
て
、

つ

い

ふ

こ

う

う
ら
む

朝
夕
馴
副
つ
か
え
ま
ひ
ら
せ
ぬ
事
の
残
念
、
せ
め
て
ハ
斯

あ
さ
ゆ
う
な
れ
そ
え

招

請
し
ま
ひ
ら
せ
し
時
ば
か
り
も
、
ミ
づ
か
ら
給
仕
し

し
ょ
う
せ
い

つ
か
え
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、

こ
の
席
の
近
く
に
控
え
て
様
子
を
見
た
人
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
様
子
を
聞
い
た
人
々
も
、
こ
れ
ま

で
の
老
人
へ
の
行
い
を
悔
や
み
、
こ
れ
か
ら
は
父

母
に
よ
く
仕
え
る
よ
う
に
す
べ
き
と
思
わ
な
い
者

は
な
か
っ
た
。
治
憲
で
さ
え
、
子
ら
が
給
仕
し
仕

え
る
有
様
が
し
お
ら
し
く
、
心
か
ら
老
人
を
い
た

わ
り
父
母
に
仕
え
る
と
は
彼
ら
の
よ
う
に
あ
る
べ

き
だ
、
今
日
こ
の
様
子
を
見
な
か
っ
た
ら
、
大
名

と
い
う
も
の
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
思
い
込
み
、
不

孝
の
ま
ま
過
ご
し
た
こ
と
だ
ろ
う
、
只
残
念
な
の

は
御
殿
が
離
れ
て
い
て
、
朝
夕
し
た
し
く
仕
え
ら

れ
な
い
、
せ
め
て
こ
の
招
請
の
時
だ
け
で
も
、
自

ら
父
の
給
仕
を
し
て
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
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幾
度
厚
く
辞
し
給
ふ
を
、
強
て
願
ハ
せ
た
ま
ひ
て
、
け
ふ

し
い

を
は
じ
め
に
、
御
ミ
づ
か
ら
給
仕
し
、
御
膳
ハ
す
ゝ
め
た

ぜ
ん

ま
ひ
し
な
り
、
去
れ
ハ
、
其
後
、
百
姓
、
町
人
を
代
官
所

へ
め
さ
れ
て
、
も
て
な
し
給
へ
る
も
、
大
抵
ハ
前
に
同
し
、

た
い
て
い

只
時
服
賜
し
を
、
米
に
か
へ
ら
れ
し
ま
て
な
り
、
斯
り
し

じ
ふ
く
た
ま
い

か
バ
、
年
々
め
し
て
逢
せ
ら
る
へ
き
事
な
る
に
、
寒
き
時
、

老
人
を
は
る

く
め
し
て
逢
せ
ら
る
ゝ
ハ
、
御
心
な
き
事

な
り
と
お
ぼ
し
め
し
、
以
後
ハ
就
て
た
ま
ハ
る
べ
し
と
て
、

つ
い

其
後
ハ
、
諸
士
に
ハ
其

頭
を
も
て
た
ま
ハ
り
、
百
姓
に

そ
の
か
し
ら

ハ
村
長
の
も
の
を
し
て
、
其
家
々
に
つ
ひ
て
た
ま
ひ
し
事

む
ら
お
さ

に
ハ
な
り
ぬ
、
初
ハ
冬
召
出
さ
れ
た
り
し
が
、
あ
し
た
夕

め

し

だ

を
は
か
り
が
た
き
老
な
れ
バ
、
若
も
其
年
死
し
て
、

賜

も
し

そ

の

と

し

し

た
ま
わ
り

に
も
る
ゝ
も
の

重
定
が
幾
度
あ
つ
く
断
っ
て
も
、
強
く
願
っ
て
今

日
を
手
始
め
に
と
、
自
ら
給
仕
し
、
御
膳
を
勧
め

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
百
姓
・
町
人
を
代
官
所
に
召

し
て
も
て
な
す
の
も
大
抵
は
前
と
同
じ
だ
っ
た

が
、
時
服
は
米
に
替
え
て
下
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
毎
年
招
い
て
逢
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
寒

い
時
に
、
老
人
を
遥
々
招
く
の
は
分
別
の
無
い
事

と
思
わ
れ
、
以
後
は
赴
い
て
（
訳
註
）
賜
る
よ
う

に
さ
れ
、
諸
士
に
は
そ
の
頭
役
か
ら
、
百
姓
に
は

村
の
長
が
そ
の
家
々
に
赴
い
て
賜
う
こ
と
に
な
っ

た
。
初
は
冬
に
召
出
さ
れ
た
が
、
朝
に
そ
の
夕
べ

の
様
子
を
予
測
で
き
な
い
老
人
の
事
で
あ
り
、
も

し
も
、
そ
の
年
死
ん
で
賜
に
洩
れ
る
も
の
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あ
ら
ん
か
と
の
浅
か
ら
ぬ
御
沙
汰
に
て
、
春
は
や
く
賜
る

ご

さ

た

事
に
ハ
成
し
也
、

〇

御
父
重
定
公
ハ
、
金
剛
流
の
仕
形
御
稽
古
ま
し

く

こ
ん
ご
う
り
ゅ
う

し

か

た

お

け

い

こ

て
、
重
き
習

事
ミ
な
伝
受
し
、
極
た
ま
ひ
し
ほ
ど
な
る

お
も

な
ら
い
ご
と

で
ん
じ
ゅ

き
わ
め

よ
り
、
諸
御
芸
事
の
内
、
能
ほ
ど
す
か
せ
た
ま
ふ
ハ
あ
ら

げ
い
ご
と

の
う

ず
、
公
は
元
よ
り
御
稽
古
の
浅
き
よ
り
、
お
の
づ
か
ら
す

け

い

こ

か
せ
給
ふ
と
い
ふ
場
に
至
ら
せ
た
ま
ハ
ざ
り
し
か
バ
、
始

ハ
い
つ
の
御
能
、
御
囃
子
に
も
、
御
ミ
づ
か
ら
の
、
御
仕
形

お

の

う

お

は

や

し

お

し

か

た

な
ど
い
ふ
事
ハ
な
か
り
し
也
、
或
時
、
思
し
め
し
つ
か
せ

た
ま
ひ
し
、
斯
ま
て
す
か
せ
た
ま
ひ
し
事
な
か
ら
、
公
の

御
き
ら
ひ
に
て
ま
し
ま
す
と
な
ら
バ
、
御
心
の
ま
ゝ
に
な

し
に
く
ゝ
も
あ
ら
せ
給
ふ
へ
し
、
南
山
（
南
山
館
ハ
重
定
公

御
隠
殿
の
号
、

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
深
い
配
慮
も
さ
れ

て
春
早
く
に
賜
る
事
に
な
っ
た
。

ે


父
重
定
は
金
剛
流
の
仕
形
稽
古
を
さ
れ
て

奥
義
を
す
べ
て
伝
授
さ
れ
極
め
る
ほ
ど
で
、
諸
芸

事
の
内
、
能
が
格
別
お
好
き
で
あ
っ
た
。
治
憲
は

稽
古
も
浅
く
、
そ
の
た
め
好
き
と
い
う
境
地
に
は

至
ら
ず
、
始
め
は
い
つ
の
御
能
、
御
囃
子
に
も
自

分
か
ら
仕
形
（
訳
註
）
す
る
な
ど
と
い
う
事
も
な

か
っ
た
。
あ
る
時
思
い
つ
か
れ
た
。
重
定
が
こ
う

ま
で
好
き
な
事
な
の
に
治
憲
が
嫌
い
で
あ
る
と
い

う
の
で
は
、
重
定
も
心
の
ま
ゝ
に
思
う
だ
け
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
。
南
山
（
南
山
館
は

重
定
の
御
隠
殿
の
号
で
あ
る
、
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詩
経
に
、「
如
南
山
之
寿
不
騫
不
崩
」
と
あ
る
に
、
義
を
取
て
名
つ
け

ら
れ
し
也
）
の
「
御
寿
不
騫
不
崩
」
と
ハ
い
へ
と
も
、
御
余
年

よ
ね
ん

の
御

楽
、
只
此
能
に
し
く
ハ
あ
ら
せ
た
ま
ハ
す
、
公
其

お
た
の
し
み

御
相
手
を
な
し
ま
ひ
ら
せ
た
ま
ハ
ゝ
、
殊
に
御
心
の
ま
ゝ

に
て
、
御
楽
も
ま
さ
り
た
ま
ハ
ん
と
て
、
其
後
ハ
能
に
も
、

囃
子
に
も
、
い
つ
も
御
ミ
づ
か
ら
御
仕
形
な
さ
れ
し
、
去

は

や

し

れ
ハ
、
御
能
の
度
ご
と
、
先
御
ミ
づ
か
ら
稽
古
し
た
ま
ひ
、

け

い

こ

尚
其
上
を
重
定
公
に
見
せ
ま
ひ
ら
せ
ら
れ
、
そ
こ

く

御
直
し
う
け
た
ま
ひ
し
も
、
亦
深
き
御
含
の
あ
り
し
な
る

お

な

お

ま
た

お
ふ
く
み

へ
し
、

〇

公
江
戸
に
在
せ
し
時
の
事
也
、
金
剛
三
郎
が
年
よ
り

お
わ

こ
ん
ご
う
さ
ぶ
ろ
う

て
其
芸
の
上
達
せ
る
を
御
覧
し
て
、
思
召
し
つ
か
せ
給
ひ

ご

ろ

う

お
ぼ
し
め

し
、
父
上
隠
居
ま
し

く
て
よ
り
、
今
安
永
七
年
ま
て
十

二
年
也
、
其
十
二
年
の
間
に
は

詩
経
に
南
山
の
寿
の
如
く
騫
ず
崩
ず
と
あ
る
こ
と

か
ら
名
づ
け
た
）
の
「
御
寿
騫
ず

崩

ず
」
と
は

お
ん
じ
ゅ
か
け

く
ず
れ

言
っ
て
も
、
余
生
の
楽
し
み
は
、
た
だ
こ
の
能
に

及
ぶ
も
の
が
無
い
。
自
分
が
そ
の
相
手
を
す
れ
ば
、

心
の
赴
く
ま
ゝ
に
、
楽
し
み
も
増
す
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
、
そ
の
後
は
能
に
も
、
囃
子
に
も
、
い
つ

も
、
進
ん
で
仕
形
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
能
の

度
ご
と
に
ま
ず
稽
古
し
、
そ
の
上
で
重
定
に
見
せ

て
、
直
し
を
う
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も

亦
深
い
お
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

ે


江
戸
に
い
る
時
の
事
。
金
剛
三
郎
が
老
境

に
入
り
、
芸
の
上
達
し
た
の
を
御
覧
に
な
り
、
思

い
つ
か
れ
た
。
父
重
定
が
隠
居
し
て
、
今
安
永
七

年
ま
で
十
二
年
。
そ
の
十
二
年
の
間
に
は
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お
の
づ
か
ら
御
芸
も
上
達
ま
し
ま
せ
バ
、
三
郎
が
老
て

上
達
せ
る
芸
を
も
、
見
た
ま
ハ
ま
く
お
ぼ
す
べ
し
、
此
節

こ
の
せ
つ

三
郎
を
下
し
て
、
御
慰
に
成
し
ま
ひ
ら
せ
た
ら
ん
ハ
、

何
の
御
楽
か
是
に
過
さ
せ
た
ま
ハ
ん
、
門
弟
二
、
三
人

も
つ
れ
下
れ
と
の
御
頼
に
て
、
御
国
も
と
の
赤
湯
湯
治

く
だ

あ
か
ゆ
と
う
じ

の
願
に
て
下
し
て
、
御
慰
に
な
し
た
ま
へ
り
、（
八
月
始
に

下
り
、
十
月
は
じ
め
に
帰
れ
り
）

〇

離
舞
台
ハ
御
本
丸
に
あ
り
て
足
ら
せ
た
ま
へ
と
も
、

は
な
れ
ぶ
た
い

御
留
守
年
な
と
、
御
取
開
の
苦
脳
な
る
よ
り
、
時
々
の

お

る

す

と

し

お
と
り
ひ
ら
き

御
能
も
御
心
に
ま
か
せ
た
ま
ふ
ま
し
き
事
を
お
ぼ
し
め

し
、
天
明
二
年
御
隠
殿
御
構
の
内
へ
、
新
に
離
舞
台
を

ご

い
ん

で

ん
お
か

ま
え

建

進
ら
れ
し
、

た
て
ま
い
ら
せ

〇

重
定
公
御
隠
殿
の
御
庭
に
、
築
山
、
鑓
水
の
お
も

つ
き
や
ま

や
り
み
ず

ふ
け

当
然
芸
も
上
達
し
て
い
る
。
老
い
て
熟
練
し
た
三

郎
の
芸
を
も
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
こ

の
際
、
三
郎
を
米
沢
に
下
向
さ
せ
て
慰
問
さ
せ
れ

ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
楽
し
み
は
あ
る
ま
い
。
門
弟

二
、
三
人
も
連
れ
て
行
か
せ
て
く
れ
と
の
頼
み
で
、

赤
湯
湯
治
の
願
と
い
う
こ
と
に
し
て
旅
立
た
せ
、

重
定
の
慰
み
と
し
た
（
八
月
始
め
に
米
沢
に
下
向
、

十
月
始
め
に
帰
っ
た
）。

ે
౽

離
舞
台
は
本
丸
に
あ
り
、
治
憲
が
参
勤
で

不
在
の
年
な
ど
、
重
定
が
能
を
開
く
の
は
あ
れ
こ

れ
面
倒
だ
ろ
う
、
時
々
の
能
も
思
う
に
任
せ
ら
れ

な
い
事
を
配
慮
し
て
、
天
明
二
年
、
重
定
の
隠
殿

の
内
に
、
新
に
離
舞
台
を
建
て
さ
せ
た
。

ે


重
定
隠
殿
の
庭
に
は
築
山
、
鑓
水
を
設
け

て
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あ
り
な
か
ら
、
御
構
の
広
け
れ
ハ
、
猶
も
お
手
を
篭
ら
れ

お
か
ま
え

こ
め

た
く
お
ぼ
せ
ど
も
、
重
き
御
倹
約
中
、
斯
る
御
慰
に
物

費

か
か

も
の
つ
い
や

し
た
ま
ハ
ん
事
の
御
遠
慮
に
思
し
め
せ
し
も
、
亦
有
が
た

ま
た

き
思
し
め
し
と
ぞ
、
此
事
公
き
こ
し
め
し
、
御
老
年
の
御

な
く
さ
ミ
何
の
是
に
過
へ
き
、
何
の
御
遠
慮
に
か
及
ハ
せ

た
ま
ハ
ん
、
お
ぼ
し
め
し
の
ま
ゝ
に
築
た
ま
へ
と
て
、

き
ず
き

数
多
の
人
足

進

ら
れ
し
か
バ
、
御
心
の
ま
ゝ
に
築
か
せ

あ

ま

た

ま
い
ら
せ

た
ま
ひ
し
、

〇

い
つ
の
事
な
り
し
か
、
其
年
ハ
わ
す
れ
ぬ
、
江
戸
に
在い

ま

せ
し
時
の
事
な
り
、
公
御
国
に
在
す
れ
ハ
度
々
御
招
請

い
ま

た
び
た
び

ご
し
よ
う
せ
い

進

ら
れ
、
御
な
く
さ
め
も
進
ら
る
へ
き
に
、
御
留
守
年

ま
い
ら
せ

お

る

す

と

し

に
ハ
さ
ぞ
御
徒
然
に
も
在
ら
せ
ら
る
へ
し
、
駿
河
殿
（
御

お

つ

れ

づ

れ

あ

す

る

が

末
家
、
駿
河
守
勝
承
公
）
下
り
の
上
ハ
、
定
て
時

す
る
が

あ
っ
た
が
、
庭
の
構
え
が
広
く
、
猶
も
手
を
入
れ

た
い
と
思
っ
て
も
、
重
き
倹
約
中
、
こ
の
よ
う
な

慰
み
事
へ
出
費
す
る
こ
と
を
遠
慮
し
て
い
た
が
、

治
憲
は
こ
の
事
を
知
っ
て
、
老
年
の
慰
み
は
こ
れ

に
勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遠
慮
し
な
い
で
、

思
い
の
ま
ゝ
に
築
庭
す
る
よ
う
に
と
沢
山
の
人
足

を
送
っ
た
の
で
、
重
定
は
思
い
通
り
に
築
く
こ
と

が
で
き
た
。

ે
ழ

い
つ
の
こ
と
か
、
そ
の
年
は
忘
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
江
戸
に
い
る
時
の
事
。
治
憲
が
米
沢
に

お
れ
ば
重
定
を
度
々
お
招
き
し
て
気
晴
ら
し
も
さ

せ
ら
れ
る
の
に
、
参
勤
で
留
守
の
年
に
は
さ
ぞ
退

屈
を
持
て
余
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
駿
河
殿
（
上

杉
家
末
家
の
上
杉
駿
河
守
勝
承
）
が
米
沢
へ
下
向

し
た
ら
、
き
っ
と
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折
ふ
し
の
招
請
ハ
有
べ
け
れ
ど
、
不
如
意
の
駿
河
ど
の

ふ

に

ょ

い

す

る

が

な
れ
ば
、
不
時
の
御
な
く
さ
め
と
い
ふ
ま
て
に
ハ
、
中

々
用
人
の
取

量
む
つ
か
し
か
ら
ん
、
定
れ
る
招
請
の
ご

よ
う
に
ん

と
り
は
か
ら
い

と
き
事
々
し
き
も
て
な
し
に
て
ハ
、
度
々
の
御
入
も
御

こ
と
ご
と

お

い

り

い
た
ミ
思
し
め
さ
ん
、
軽
き
も
ふ
け
に
差
懸
て
、
御
案

さ
し
か
け

内
申
上
、
花
の
日
、
月
の
夕
、
夏
の
御
涼
み
、
冬
の
御

つ
れ

く
を
御
な
ぐ
さ
め
申
上
る
ゝ
た
め
、
内
々
に
て

駿
河
ど
の
へ
御
手
当
申
せ
、
扨
我
等
、
斯

心

遣
せ
し
な

す

る

が

さ
て

か
く
こ
こ
ろ
づ
か
い

と
大
殿
様
の
御

聴
に
達
し
な
バ
、
是
も
亦
、
御
気
遣
ハ

お
ん
ち
ょ
う

ま
た

お

き

つ

か

し
く
思
し
め
す
道
な
れ
バ
、
必
是
式
御
手
当
申
せ
し
事

か
な
ら
ず
こ
れ
し
き
お
て
あ
て
も
う
せ

の
露
顕
せ
ぬ
様
に
、
能
取
量
へ
と
能
々
河
野
（
駿
河
守
様

ろ

け

ん

よ
く
と
り
は
か
ら

よ
く
よ
く

す
る
が

御
用
人
四
郎
左
衛
門
）
に
申
含
て
、
其
相
応
の
御
手
当
申
せ

そ
れ
そ
う
お
う

と
の
た
ま
ハ
せ
し
か
バ
、
思
召
の
し
か

く
を
四
郎

折
節
の
も
て
な
し
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
資
力
の
乏

し
い
駿
河
殿
な
の
で
、
予
定
外
の
お
慰
め
は
中
々

難
し
い
だ
ろ
う
、
定
ま
っ
た
も
て
な
し
の
よ
う
な

大
袈
裟
な
招
待
で
は
入
り
用
も
大
変
と
思
う
、
軽

い
も
て
な
し
と
い
う
事
で
、
花
の
日
、
月
の
夕
、

夏
の
涼
み
、
冬
の
つ
れ

〱
に
気
晴
ら
し
を
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
、
駿
河
殿
へ
内
々
に
て
そ
の
費

用
を
渡
し
な
さ
い
、
こ
の
よ
う
な
心
遣
い
を
し
た

等
と
重
定
が
知
る
と
心
配
さ
れ
る
の
で
、
必
ず
手

当
の
こ
と
が
露
見
し
な
い
よ
う
に
念
を
入
れ
て
取

計
ら
え
と
、
よ
く
よ
く
用
人
の
河
野
（
駿
河
守
御

用
人
四
郎
左
衛
門
）
に
申
し
含
め
て
、
そ
れ
相
応

の
費
用
を
渡
し
な
さ
い
、
と
い
わ
れ
た
の
で
、
お

考
え
の
内
容
を
四
郎
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左
衛
門
へ
い
ひ
ふ
く
め
て
、
御
手
当
の
金
子
わ
た
せ
し
、

〇

予
が
書
る
此
文
に
、
所
々
我
名
を
出
せ
る
事
何
と
や

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
わ
が
な

ら
ん
、
我
を
飾
る
に
似
て
、
人
の
下
墨
も
や
と
恐
る
れ
ど
、

さ
げ
す
み

知
ら
ざ
る
ハ
せ
ん
か
た
も
な
し
、
知
れ
る
を
漏
さ
ん
も
亦ま

た

恐
れ
て
余
り
あ
れ
バ
、
爰
に
こ
と
ハ
り
は
べ
る
、
公
御
隠

居
な
さ
れ
し
後
の
事
也
、
御
事
も
繁
か
ら
ね
バ
、
猶
更
常

し
げ

々
孝
養
の
事
に
の
ミ
御
心
を
尽
し
た
ま
ひ
し
よ
り
、
能
、

囃
子
、
或
御
仕
舞
尽
し
な
と
に
ハ
、
い
つ
も
数
番
の
御
相

は

や

し

手
な
さ
れ
し
、
或
時
、
予
を
召
れ
し
時
の
御
意
に
、
扨
近

さ
て

来
ハ
隙
の
な
き
事
也
、
近
頃
の
御
囃
子
が
す
め
バ
、
又
来

ひ
ま

ち
か
ご
ろ

は

や

し

る
何
日
の
御
仕
廻
尽
し
、
自
分
が
勤
る
番
数
の
多
き
に
、

お

し

ま

い

つ

く

直
丸
殿
が
勤
や
る
番
数
も
亦
多
し
、
自
分
が
勤
る
の
と
直

ま
た

丸
殿
が

左
衛
門
へ
言
い
含
め
て
、
手
当
の
金
子
を
渡
し
た
。

ે
ృ

予
（
善
政
）
が
書
く
こ
の
文
に
、
所
々
に

我
名
を
出
し
て
い
る
の
は
何
や
ら
自
分
を
飾
る
よ

う
で
人
に
蔑
ま
れ
る
の
を
恐
れ
る
が
、
知
ら
ず
ば

ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
知
れ
る
の
を
漏
ら
す
も
恐

れ
多
い
の
で
こ
こ
に
断
っ
て
お
く
。
治
憲
が
隠
居

し
た
後
の
事
。
お
務
め
も
そ
れ
程
で
も
な
い
の
で
、

猶
更
常
々
の
孝
養
の
事
を
気
に
か
け
る
よ
う
に
な

り
、
能
、
囃
子
、
御
仕
舞
尽
し
等
、
い
つ
も
数
番

の
お
相
手
を
さ
れ
て
い
た
。
或
時
、
善
政
を
召
さ

れ
た
時
に
、
近
頃
は
暇
が
無
い
、
御
囃
子
が
済
め

ば
、
又
次
は
御
仕
廻
尽
し
、
自
分
が
勤
る
番
数
も

多
い
が
、
直
丸
殿
が
勤
る
番
数
も
亦
多
い
、
自
分

が
勤
る
の
と
直
丸
殿
が
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勤
や
る
の
と
、
取

合
た
る
数
十
番
を
覚
ん
と
す
れ
バ
、
扨

と
り
あ
わ
せ

さ
て

々
隙
の
な
き
も
の
也
、
し
か
し
是
式
な
ぐ
さ
ミ
が
て
ら

ひ
ま

の
つ
と
め
も
て
、
孝
行
と
も
い
ハ
れ
ね
ど
、
此
御
相
手

に
慰
め
奉
れ
バ
、
さ
し
て
の
不
孝
と
も
お
ぼ
し
上
ら
れ

ま
じ
き
か
、
是
全
く
幼
年
の
時
教
て
く
れ
し
小
兵
衛
（
御

幼
年
の
時
の
御
小
姓
黒
金
、
仕
舞
謡
な
ど
教
奉
り
し
）
が
庇
な
り

お
か
げ

と
お
も
へ
バ
、
今
更
別
て
、

忝

お
ぼ
ゆ
る
ぞ
、
と
の

い
ま
さ
ら
わ
け

か
た
じ
け
な
く

た
ま
せ
た
る
ハ
、
誠
に
有
が
た
き
御
意
な
り
し
、
去
れ

バ
恐
多
く
ハ
存
奉
り
な
が
ら
、此
時
予
か
御
答
に
彼
が
庇

お
か
げ

と
思
し
つ
か
せ
給
ふ
事
、
彼
が
身
に
取
て
本
懐
の
至
な

ほ
ん
か
い

り
、
斯
ま
て
お
ぼ
し
つ
か
せ
た
ま
ハ
ゞ
な
ど
て
疾
召
て

と
く
め
し

御
謝
詞
は
の
た
ま
ハ
せ
ぬ
、

賜

ハ
下
し
た
ま
ハ
ざ
る
、

ご

し

ゃ

し

た
ま
も
の

賞
不
踰
時
と
は
べ
る
も
、
人
命
の
定
な
き
ゆ
へ
な
る
べ

さ
だ
め

し
、
や
が
て
謝
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
す

勤
る
の
と
、
取
合
せ
て
数
十
番
を
覚
え
よ
う
と
す

れ
ば
、
扨
々
暇
は
無
い
も
の
だ
。
こ
ん
な
お
仕
え

で
は
孝
行
と
も
い
え
な
い
が
、
こ
れ
で
楽
し
ま
れ

ゝ
ば
、
さ
ほ
ど
の
不
孝
と
も
思
わ
れ
ま
い
。
是
は

全
く
幼
年
の
時
教
え
て
く
れ
た
小
兵
衛
（
幼
年
時

の
小
姓
黒
金
、
仕
舞
謡
な
ど
教
わ
る
）
の
お
蔭
で

あ
っ
て
、
今
改
め
て
忝
く
思
え
る
、
と
言
わ
れ
た
。

ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
御
言
葉
。
こ
の
時
私
が
申

上
げ
た
こ
と
は
、
彼
の
お
蔭
と
思
わ
れ
た
事
は
、

彼
の
身
に
取
っ
て
本
懐
の
至
り
。
こ
う
思
わ
れ
た

な
ら
急
い
で
呼
ん
で
謝
辞
を
述
べ
た
り
、
褒
美
も

下
す
べ
き
。「
賞
は
時
を
踰
ず
」
と
い
う
の
も
、

こ
え

人
の
命
は
定
の
な
い
も
の
な
の
で
、
そ
の
内
に
感

謝
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
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間
に
、
其
事
の
空
し
き
に
至
ら
バ
、
悔
ま
せ
給
ふ
と
も

返
る
べ
か
ら
す
、
と
申
上
た
り
し
か
バ
、
諫
に
し
た

い
さ
め

が
ハ
せ
給
ふ
事
流
る
ゝ
が
ご
と
く
、
扨
こ
そ
よ
ふ
ハ
申

さ
て

た
り
、
疾
よ
ん
て
謝
す
べ
し
と
の
御
意
な
り
し
、
予
其

と
く

夜
ハ
、
降
旗
左
司
馬
が
所
へ
招
か
れ
た
れ
バ
、
御
殿
よ

り
直
に
ま
か
り
ぬ
、
相

客
も
多
あ
り
、
其
餐
応
半
な

じ
き

あ
い
き
ゃ
く

さ
ん
お
う
な
か
ば

ら
ん
頃
、
差
懸
る
御
用
あ
り
、
御
殿
遅
く
退
し
と
の
い

こ
ろ

さ
し
か
か

ひ
わ
け
に
て
、
山
岸
六
助
（
御
手
水
番
御
役
）
が
来
り
て

予
が
側
に
座
せ
り
、
一
ト

通
り
の
会
釈
す
ミ
、
予
が
耳

え
し
ゃ
く

に
口
押
あ
て
ゝ
、
黒
金
ハ
本
望
の
事
也
、
彼
を
召
せ
し

ほ
ん
も
う

ゆ
へ
、
お
そ
な
ハ
れ
り
と
い
ふ
に
ぞ
、
其
時
、
左
こ
そ

と
も
い
ハ
れ
ね
バ
、
何
等
の
事
ぞ
と
、
知
ら
ぬ
顔
に
問

な
ん

ら

た
り
し
に
、
六
助
が
答
へ
て
小
兵
衛
を
呼
出
せ
、
羽
織

を
出
し
を
け
と
の
御
意
下
り
、
し
か

く
の

内
に
、
空
し
い
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
悔
や
ん

で
も
元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
、
と
。
こ
の
諫
言
に
従
わ

れ
る
こ
と
流
る
る
が
如
く
で
、
よ
く
言
っ
て
く
れ
た
、

急
い
で
呼
ん
で
感
謝
し
よ
う
と
の
仰
せ
だ
っ
た
。

そ
の
夜
は
降
旗
左
司
馬
の
所
へ
招
か
れ
て
い
た
の
で

御
殿
よ
り
直
接
赴
い
た
。
相
客
も
多
く
、
餐
応
半
ば

の
頃
、
急
な
御
用
で
御
殿
の
退
出
が
遅
く
な
っ
た
、

と
言
訳
を
し
て
、
山
岸
六
助
（
御
手
水
番
役
）
が
私

の
側
に
座
っ
た
。
ひ
と
通
り
の
会
釈
が
済
み
、
私
の

耳
に
口
押
あ
て
、
黒
金
は
本
望
だ
ろ
う
、
彼
を
治
憲

が
召
し
寄
せ
た
の
で
遅
く
な
っ
た
の
だ
と
言
う
の

で
、
そ
う
で
あ
ろ
う
、
と
も
言
え
ず
、
何
の
事
か
と

知
ら
ぬ
顔
で
尋
ね
る
と
、
六
助
は
、
治
憲
か
ら
小
兵

衛
を
呼
出
せ
、
羽
織
を
出
せ
と
の
御
命
令
で
、
し
か

じ
か
の



- 61 -



- 62 -

お
咄
あ
り
、
早
く
謝
す
も
の
と
九
郎
兵
衛
が
教
し
ゆ

は
な
し

へ
と
の
御
意
な
る
に
、
知
ら
ぬ
顔
の
面
に
く
き
と
答

へ
し
、
去
れ
ハ
予
が
た
ま
さ
か
の
心
付
申
上
た
り
し

こ
こ
ろ
つ
き
も
う
し
あ
げ

を
、
其
あ
り
の
ま
ま
に
書
記
す
事
、
聖
慮
に
対
し
奉

か
き
し
る

せ
い
り
ょ

り
憚
る
と
こ
ろ
あ
り
、
又
小
兵
衛
が
聞
た
ら
ん
に
、
亦

は
ば
か

ま
た

い
か
が
敷
所
あ
れ
と
、
芻

蕘
の
言
を
も

疎

に
し
た

し
き

す
う
じ
ょ
う

お
ろ
そ
か

ま
ハ
さ
る
御
徳
、
又
彼
が
教
し
と
の
た
ま
ハ
せ
し
御

心
の
空
し
き
、
御
孝
宣
の
た
ふ
と
き
、
彼
が
庇
と
お

む
な

ご

こ

う

ぜ

ん

お
か
げ

ほ
し
つ
か
せ
し
の
浅
か
ら
ぬ
一
事
に
、
四
の
御
美
徳

の
篭
れ
る
を
、
己
が
徳
を
の
ミ
か
へ
り
ミ
て
、
漏
し

こ
も

隠
さ
ん
の
恐
あ
れ
ハ
、
爰
に
こ
と
ハ
り
て
あ
り
の
ま

ま
を
記
し
ぬ
、

〇

御
先
君
御
代
々
孝
子
御
賞
誉
な
さ
れ
し
事
ハ
、

こ

う

し

ご

し

ょ

う

よ

其
数
挙
て

お
咄
が
あ
り
、
早
く
謝
す
べ
し
と
九
郎
兵
衛
か
ら
教
え

ら
れ
た
と
の
言
葉
な
の
に
、
知
ら
ぬ
顔
の
面
に
く
き
と

答
え
た
。
私
が
偶
々
気
が
付
い
て
申
し
上
げ
た
事
を
あ

り
の
ま
ゝ
に
書
き
記
す
の
は
聖
慮
に
対
し
憚
る
所
も
あ

り
、又
小
兵
衛
に
は
何
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

身
分
の
低
い
者
の
言
を
も
疎
に
せ
ず
、
彼
の
教
え
と
言

わ
れ
た
無
邪
気
な
言
葉
の
尊
い
こ
と
（
訳
註
）、
彼
の

お
蔭
と
思
い
つ
か
れ
た
一
つ
の
思
慮
深
い
事
柄
に
は
並

々
で
な
い
四
の
美
徳
（
訳
註
）
が
こ
も
っ
て
い
る
。
自

分
の
徳
を
の
み
考
え
て
、
隠
す
こ
と
を
恐
れ
、
こ
こ
に

断
っ
て
あ
り
の
ま
ゝ
を
記
す
こ
と
に
し
た
。


ે

先
君
代
々
で
孝
行
者
へ
は
数
え
き
れ
な
い
程
賞

誉
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算
ふ
べ
か
ら
す
と
い
へ
ど
も
、
公
の
御
在
位
纔
十
九
年

か
ぞ

わ
ず
か

の
間
、
孝
子
或
奇
特
の
も
の
賞
誉
し
た
ま
へ
る
事
凡
八
十

五
人
、
孝
子
不
匱
永
賜
爾
類
と
か
公
の
孝
子
に
て
ま
し
ま

こ

う

し

せ
ば
、
其
事
に
御
世
話
の
厚
き
よ
り
、
其
人
も
亦
斯
ハ
多

ま
た

か
り
し
に
や
、

〇

何
か
れ
の
御

慎
、
常
々
の
事
ハ
、
記
に
い
と
ま
あ

お
つ
つ
し
み

ら
ず
、
其
内
一
、
二
事
を
挙
げ
て
い
は
ゞ
、
御
裁
許
事
あ

ご

さ

い
き

ょ

こ
と

り
て
、
死
刑
行
る
ゝ
日
ハ
い
ふ
に
や
及
べ
き
、
大
抵
軽
き

御
裁
許
に
て
も
、
行
る
ゝ
其
日
ハ
御
飯
も
ひ
か
へ
て
、
常

よ
り
ハ
不
足
に
き
こ
し
め
し
、
御
菜
物
の
内
も
好
味
な
ら

お

さ

い

も

の

こ

う

み

ぬ
を
え
り
て
、
夫
さ
へ
少
つ
ゝ
き
こ
し
め
せ
し
也
、
天
明

四
年
四
月
ハ
江
戸
御
参
府
の
年

さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
治
憲
の
在
位
わ
ず
か
十
九

年
の
間
に
、
親
孝
行
あ
る
い
は
奇
特
の
者
お
よ
そ

八
十
五
人
を
賞
誉
し
た
。「
孝
子
不

匱
永
く
爾

と
ぼ
し
か
ら
ず

な
ん
じ

に
類
を
賜
う
」
と
か
、
治
憲
も
孝
子
で
あ
り
、
そ

の
事
に
尽
力
し
た
の
で
、
賞
誉
も
亦
こ
の
よ
う
に

多
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う


ે


あ
れ
こ
れ
日
常
で
の
慎
み
に
つ
い
て
は

記
載
し
き
れ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
一
、
二
を
あ
げ

る
と
、
御
裁
許
事
が
あ
っ
て
死
刑
執
行
の
日
は
勿

論
、
軽
い
裁
許
で
も
そ
れ
が
行
わ
れ
る
日
は
、
御

飯
も
ひ
か
え
、
御
菜
物
も
良
い
味
で
な
い
も
の
を

選
び
、
そ
れ
さ
え
も
少
し
づ
ゝ
食
さ
れ
た
。
天
明

四
年
四
月
は
江
戸
へ
参
勤
の
年
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な
る
が
、
前
年
奥
羽
一
統
の
凶
作
に
て
、
御
国
の
人
民
も

お

う

う

い
っ

と

う

既

危
か
り
し
ほ
ど
な
り
し
が
、
公
御
寝
食
を
安
ん
し
た

す
で
に
あ
や
う

ま
ハ
す
、
其
御
手
当
の
行

届
し
ほ
ど
に
、
民
命
も
全
か

い
き
と
ど
き

ま
っ
た

り
し
也
、
此
御
手
当
の
事
、
下
に
出
せ
ハ
、
爰
に
ハ
略
せ

る
也
、
斯
り
し
ほ
ど
な
る
ゆ
へ
、
御
国
民
の
危
急
を
余
所

よ

そ

に
し
て
、
参
府
し
た
ま
ハ
ん
事
忍
ハ
せ
た
ま
ハ
ず
、
参
府

御
延
引
の
思
し
め
し
あ
り
な
か
ら
、
是
が
た
め
と
の
御
願

あ
ら
ん
も
、
人
が
ま
し
と
の
御
恭

遜
あ
り
、
又
、
人
に

き
ょ
う
そ
ん

ぬ
き
ん
せ
し
事
ハ
な
し
た
ま
ふ
ま
し
き
事
と
て
、
朝
廷
を

あ
ざ
む
か
せ
た
ま
ふ
御
恐
ハ
余
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
去
年

よ
り
の
御
脚
痛
、
猶
又
発
り
て
長
途
の
御
乗
輿
、
御
む
つ

お
こ

ち
ょ
う
と

じ
ょ
う
よ

か
し
き
と
の
御
唱
に
て
、
一
先

と
な
え

ひ
と
ま
ず

で
あ
る
が
、
前
年
奥
羽
一
円
の
凶
作
で
、
国
の
人

民
も
心
配
な
状
況
で
、
治
憲
は
安
心
で
き
ず
、
手

当
を
行
き
届
か
せ
た
の
で
民
の
命
も
手
抜
か
り
な

く
守
ら
れ
た
。
こ
の
手
当
の
事
は
後
で
書
く
の
で

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
国
民

の
危
急
を
な
お
ざ
り
に
し
て
参
勤
す
る
の
は
忍
び

が
た
く
、
治
憲
は
参
勤
を
延
期
し
た
い
と
思
っ
た

が
、
凶
作
を
理
由
に
お
願
い
す
る
の
は
、
ひ
と
が

ま
し
と
の
恭
遜
（
立
派
な
人
物
と
思
わ
れ
た
く
な

い
と
卑
下
す
る
思
い
）
が
あ
り
、
ま
た
人
に
抜
き

ん
出
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
い
う
の
で

（
訳
註
）
、
朝
廷
（
幕
府
）
を
欺
く
恐
れ
が
あ
る

と
は
い
う
も
の
の
、
去
年
よ
り
の
脚
痛
が
又
起
こ

り
、
長
途
の
乗
輿
は
難
し
い
と
い
う
理
由
で
、
ひ

と
ま
ず
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御
参
府
御
延
引
あ
り
、
扨
御
手
当
も
行
届
、
民
命
全
き
に

さ
て

至
て
、
十
月
は
じ
め
に
、
御
国
も
と
立
せ
た
ま
ひ
て
、
参

府
し
た
ま
ひ
し
也
、
斯
御
脚
痛
と
称
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
纔

二
丁
に
も
足
ら
ぬ
間
な
か
ら
、
重
定
公
の
御
隠
殿
へ
朝
夕

し
給
ふ
に
も
い
つ
も
御
乗
輿
な
さ
れ
し
也

〇

幸
姫
君
の
御
事
ハ
、
御
縁
台
と
し
て
公
に
さ
ひ
あ
ひ

よ
し
ひ
め

し
た
ま
へ
る
正
室
に
て
ま
し

く
け
る
が
、
御
虚
弱
の
御

病
身
に
て
、
終
、
御
枕
を
共
に
し
た
ま
ふ
事
の
叶
ハ
せ

つ
い
に

ま
く
ら

か
な

た
ま
ハ
さ
り
し
ほ
ど
な
れ
バ
、
御
在
府
の
年
々
、
御
相
手

の
な
き
を
い
た
ま
せ
給
ひ
、
江
戸
の
御
奥
に
御
妾
を
つ

め
か
け

か
ハ
せ
た
ま
へ
と
、
幾
度
か
幸
姫
君
よ
り
、
強
て
願
ハ
せ

し
い

た
ま
ひ
し
に
、
江
戸
に
ハ
幸
姫
君
在
せ
り
、

い
ま

参
勤
を
先
に
延
ば
し
た
。
そ
の
後
御
手
当
も
行
届

き
、
民
の
命
も
守
ら
れ
た
の
で
、
十
月
初
め
、
国

許
を
立
ち
参
勤
し
た
。
な
お
脚
痛
と
称
し
て
い
た

の
で
、
わ
ず
か
二
丁
も
無
い
重
定
の
隠
殿
へ
行
く

の
さ
へ
輿
に
乗
っ
て
い
た
。


ે


幸
姫
は
、
縁
台
と
し
て
治
憲
に
最
愛
な

正
室
だ
っ
た
が
（
訳
註
）
、
虚
弱
体
質
で
病
身
で

あ
っ
た
。
つ
い
に
枕
を
共
に
さ
れ
る
事
も
叶
わ
な

か
っ
た
程
だ
っ
た
の
で
、
参
勤
で
江
戸
に
い
る
時

に
治
憲
の
相
手
の
い
な
い
事
に
心
を
痛
め
ら
れ
、

江
戸
屋
敷
の
奥
に
側
室
を
置
か
れ
る
よ
う
、
幸
姫

か
ら
幾
度
か
強
く
願
わ
れ
た
が
、
治
憲
は
、
江
戸

に
は
幸
姫
君
が
い
る
、
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国
に
ハ
於
琴
の
か
た
あ
り
、
家
中
江
戸
詰
の
諸
士
誰
か
妻

か
ち
ゅ
う

え

ど

づ

め

だ
れ

を
供
し
て
勤
る
も
の
ゝ
あ
る
と
、
の
た
ま
ハ
せ
て
、
切
の

せ
つ

御
願
に
も
終
ゆ
る
し
た
ま
ハ
ざ
り
し
、

つ
い
に

〇

大
倹

行

る
ゝ
に
つ
き
、
御
在
位
中
に
も
三
時
の
御

た
い
け
ん
お
こ
な
わ

み
と
き

膳
、
御
奥
に
て
き
こ
し
め
せ
し
也
、
公
上
面
に
座
し
給
ひ
、

ぜ
ん

か
み
め
ん

世
子
顕
孝
公
隅
か
け
て
御
側
に
座
し
た
ま
ひ
、
引
下
つ
て

あ
き
た
か

す
み

お

そ

ば

ひ
き
さ
が

下
に
於
琴
の
御
方
侍
座
し
た
ま
へ
り
、
顕
孝
公
御
幼
年
の

し
も

じ

ざ

事
な
れ
バ
、
於
琴
の
御
方
へ
、
塩
梅
ハ
辛
き
を
御
好
に
て

あ
ん
ば
い

も
や
、
と
の
た
ま
ハ
せ
け
る
に
、
於
琴
の
御
か
た
御
答
に
、

さ
し
て
辛
甘
の
好
悪
ハ
な
く
侍
れ
ど
、
甘
き
に
く
ら
べ
て
、

か
ら
あ
ま

こ

う

お

辛
き
か
た
ハ
た
べ
よ
き
様
に
お
ぼ
え
侍
る
、
と
あ
り
し
に
、

又
、
公
へ
向
ハ
せ
ら
れ
、
御
前
に
ハ
甘
き
を
御
す

ご

ぜ

ん

国
に
は
於
琴
（
豊
）
の
方
が
居
る
、
江
戸
詰
め
の

諸
士
で
誰
か
妻
同
伴
で
勤
る
者
が
居
る
の
か
、
と

言
わ
れ
て
切
な
る
御
願
に
も
、
つ
い
に
許
し
は
無

か
っ
た
。


ે
ਕ

御
在
位
中
に
は
本
来
な
ら
藩
主
は
奥
と

は
別
に
藩
主
懸
か
り
の
膳
部
の
食
事
を
と
る
の
だ

が
、
大
倹
約
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
三
度
の
食
事

は
お
豊
の
方
が
住
む
奥
で
食
べ
ら
れ
た
。
治
憲
は

上
座
に
、
世
子
の
顕
孝
は
斜
め
に
側
に
座
り
、
下

座
に
於
琴
（
豊
）
の
方
が
座
っ
た
。
顕
孝
は
幼
い

の
で
於
琴
へ
、
塩
梅
は
辛
い
の
が
お
好
き
か
と
聞

き
於
琴
が
、
辛
甘
の
好
き
嫌
い
は
無
い
が
、
甘
い

よ
り
も
辛
い
方
が
食
べ
良
い
と
答
え
る
と
、
次
は

治
憲
に
向
か
い
、
御
前
は
甘
め
が
お
好
き
か
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き
か
と
存

上
た
て
ま
つ
る
と
、
御
伺
あ
り
し
時
、
公
答

ぞ
ん
じ
あ
げ

ま
し

く
て
、
い
や
何
と
し
た
る
事
に
や
、
膳
部
人
の

拵

ぜ

ん

ぶ

こ
し
ら
え

て
出
せ
る
ハ
、
い
つ
も
塩
梅
よ
く
お
ほ
え
は
べ
る
と
の
た

ま
ハ
せ
し
、

〇

天
明
三
年
三
月
の
事
也
、
世
子
顕
孝
公
の
御
室
に
、

お
ん
し
つ

松
平
土
佐
守
豊
雍
の
御
娘
、
采
姫
君
を
御
縁
約
あ
り
、
始

ま
つ
だ
い
ら
と
さ
の
か
み
と
よ
ち
か

て
土
州
御
招
請
の
時
、
表
御
座
敷
御
祝
の
御
饗
応
も
既

闌

に
及
た
れ
ハ
、
追
付
、
御
勝
手
御
座
敷
に
移
ら
せ
給

た
け
な
わ

お
っ
つ
け

ふ
べ
し
、
御
勝
手
御
饗

応
の
物
数
、
い
か
ゝ
滞
も
な
き

き
ょ
う
お
う

も
の
か
ず

や
と
、
御
膳
番
の
蓼
沼
友
四
郎
御
膳
部
の
番
将
を
呼
て
尋

ぜ
ん

た
で
ぬ
ま

ぜ

ん

ぶ

け
る
よ
り
、
夫
々
御
献
立
に
向
ひ
て
し
ら
べ
た
れ
バ
、
御

勝
手
御
座
付
き
の
は
じ
め
に
供
し
ま
ひ
ら
す
る
御
餅
菓
子

も
ち

御
用
意
落
に
成
た
り
、
御

ご

よ

う

い

お

ち

と
思
う
け
ど
と
言
う
と
、
治
憲
は
答
え
て
、
い
や

何
と
し
た
る
事
か
、
膳
部
人
が
こ
し
ら
え
て
出
す

も
の
は
、
い
つ
も
塩
梅
よ
く
思
う
、
と
言
わ
れ
た

（
訳
註
）。


ે


天
明
三
年
三
月
の
事
。
顕
孝
の
室
に
松

平
土
佐
守
豊
雍
の
娘
采
姫
と
縁
約
が
整
い
、
初
め

て
土
州
を
招
か
れ
た
時
の
事
。
表
座
敷
で
の
饗
応

も
た
け
な
わ
と
な
り
、
そ
ろ
そ
ろ
勝
手
座
敷
に
移

ら
れ
る
頃
、
勝
手
で
の
饗
応
用
意
の
品
々
に
不
備

が
無
い
か
と
、
御
膳
番
の
蓼
沼
友
四
郎
が
御
膳
部

の
番
将
を
呼
び
尋
ね
て
献
立
に
向
か
っ
て
調
べ
た

所
、
勝
手
座
敷
に
着
席
し
て
、
初
め
に
出
す
餅
菓

子
の
用
意
を
し
て
い
な
い
事
が
分
か
っ
た
。
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台
所
役
人
の
申
出
に
、
御
献
立
表
を
も
て
、
御
菓
子
屋
へ

申
付
べ
き
を
何
と
し
た
る
事
に
や
、
取
ま
き
れ
て
申
付
さ

れ
ば
、
御
台
所
の
不
調
法
に
止
る
と
言
、
御
膳
部
の
申

ぶ
ち
ょ
う
ほ
う

と
ど
ま

ぜ

ん

ぶ

出
に
、
縦
令
御
台
所
の
間
違
あ
れ
バ
と
て
、
御
献
立
表
ハ

た

と

い

ま
ち
が
い

全
御
膳
部
の
大
事
な
れ
バ
、
疾
に
其
品
し
ら
べ
に
も
及
べ

ぜ

ん

ぶ

と
う

き
を
、
斯
ま
で
の
間
違
に
至
ら
せ
し
ハ
、
畢

竟
の
所
は

ひ
っ
き
ょ
う

御
膳
部
の
不
調
法
に
止
る
と
言
、
此
時
、
友
四
郎
差
図

ぜ

ん

ぶ

と
ど
ま

し
て
、
差
懸
り
、
今
と
言
今
、
不
調
法
の
申
出
ハ
、
先
々

ま
ず
ま
ず

よ
す
べ
し
、
早
々
多
人
数
を
出
し
、
近
町
の
菓
子
屋
ど
も

ち
か
ま
ち

へ
触
渡
し
、
餅
菓
子
の
品
々
取
上
よ
、
其
内
を
撰
ハ
ゝ
其

ふ
れ
わ
た

も
ち

相
応
な
る
も
あ
る
べ
し
と
、
爰
に
お
ひ
て
数
人
を
出
し
て

呼
し
か
バ
、
各
あ
り
あ
ふ
餅
く
わ
し
持
て
、
数
軒
の
菓
子

も
ち

屋

台
所
役
人
の
申
す
に
は
、
献
立
表
に
よ
っ
て
菓
子

屋
へ
申
し
つ
け
る
所
、
取
紛
れ
て
申
し
付
な
か
っ

た
の
は
御
台
所
の
不
始
末
で
あ
る
と
言
い
、
御
膳

部
の
申
す
に
は
、
献
立
表
は
す
べ
て
御
膳
部
の
事

で
あ
り
、
早
く
調
べ
る
べ
き
な
の
に
、
調
べ
ず
に

こ
の
間
違
に
至
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
は
御
膳
部
の

不
調
法
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
時
、
蓼
沼
友
四

郎
が
指
図
し
て
、
さ
し
あ
た
り
互
い
に
言
い
合
う

の
を
ま
ず
止
め
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
急
い
で
多
人

数
を
出
し
て
町
場
の
菓
子
屋
か
ら
餅
菓
子
の
品
々

を
取
寄
せ
、
そ
の
中
か
ら
選
べ
ば
そ
の
内
に
相
応

の
も
の
も
有
る
だ
ろ
う
と
、
人
を
出
し
て
菓
子
屋

に
触
れ
渡
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
合
わ

せ
の
餅
菓
子
を
持
っ
て
数
軒
の
菓
子
屋
が
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馳
集
る
、
然
ど
も
御
念
に
御
念
入
ら
れ
て
、
其
品
珍
し
き

は
せ菓

子
組
な
れ
ハ
（
安
永
十
年
三
月
、
御
老
中
招
請
し
給
ひ
し
時
の

菓
子
組
を
も
て
、
御
下
知
の
菓
子
組
也
）
元
よ
り
出
合
の
菓
子

で

あ

い

に
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
す
、
止
事
な
く
し
て
彼
と
是
と
を

や
ん
ご
と

取
合
た
れ
ハ
、
品
こ
そ
あ
し
け
れ
、
先
ハ
可
也
に
も
御
間

ま
ず

お

ま

の
か
け
ぬ
事
に
ハ
な
り
ぬ
、
斯
り
し
ま
ゝ
に
、
友
四
郎
、
卒そ

つ

と
公
を
御
呼
立
ま
ひ
ら
せ
、
し
か

く
の
間
違
あ
り
、
差
懸か

か

り
止
事
な
け
れ
バ
、
是
々
の
品
を
組
合
て
と
言

上
せ
し

ご
ん
じ
ょ
う

に
、
其
菓
子
組
書
立
を
つ
ら

く
見
た
ま
ひ
て
、
扨
も

か
き
た
て

さ
て

く
玄
人
ど
も
の
す
る
事
ハ
各
別
の
物
也
、
前
に
指
図
せ

く
ろ
う
と

し
菓
子
組
に
く
ら
べ
て
ハ
、
又
雲
泥
懸
隔
に
よ
き
也
と
、

う
ん
で
い
け
ん
か
く

ひ
た
す
ら
に
誉
た
ま
ひ
し
ほ
と
に
、
夫
々
よ
り
不
調
法
を

ほ
め

訟
た
れ
ど
も
、
御
呵
に
も
及
ハ
す
済
し
、

せ
め

お
し
か
り

馳
集
っ
た
。
し
か
し
、
念
に
は
念
を
入
れ
た
珍
し

い
品
の
菓
子
組
な
の
で
（
安
永
十
年
三
月
御
老
中

招
請
の
時
の
菓
子
組
を
下
知
し
た
）
、
も
と
よ
り

出
来
合
い
の
菓
子
で
あ
る
筈
も
な
い
が
、
し
か
た

な
く
あ
れ
こ
れ
取
合
せ
て
、
品
は
落
ち
る
が
、
ま

ず
は
間
に
合
い
そ
う
な
も
の
に
な
っ
た
（
訳
註
）、

そ
こ
で
、
友
四
郎
は
そ
っ
と
治
憲
を
呼
び
、
し
か

じ
か
の
間
違
が
あ
り
差
し
当
た
っ
て
止
む
を
得

ず
、
こ
れ
こ
れ
の
品
を
組
合
せ
た
と
言
上
し
た
と

こ
ろ
、
治
憲
は
そ
の
菓
子
組
の
書
立
を
じ
っ
と
見

て
、
さ
て
も
さ
て
も
玄
人
の
す
る
事
は
格
別
だ
、

指
図
し
た
菓
子
組
よ
り
雲
泥
に
良
い
も
の
だ
と
、

ひ
た
す
ら
誉
ら
れ
た
の
で
、
台
所
と
膳
部
と
が
そ

れ
ぞ
れ
不
調
法
を
訴
え
た
が
、
お
呵
も
無
く
済
ん

だ
。
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〇

天
明
六
年
九
月
八
日
将
軍
家
治
公
御
他
界
あ
つ
て
、

い
え
は
る
こ
う

御
院
号
を
俊
明
院
殿
と
称
た
て
ま
つ
る
、
去
れ
ば
公
、
月

の
八
日

く
に
は
、
終
日
精

進
の
御
膳
ま
ひ
ら
す
へ
き

し
ょ
う
じ
ん

よ
し
、
其
砌
仰

出
し
置
れ
し
に
、
或
八
日
朝
、
御
膳
に

み
ぎ
り
お
お
せ
い
だ

魚
の
御
料
理
し
て
進
奉
り
し
、
御
大
倹
中
、
御
奥
に
て
き

こ
し
め
す
御
膳
ゆ
へ
、
御
膳
番
の

量

な
く
、
女
中
の
給

は
か
ら
い

仕
な
り
し
よ
り
、
何
の
心
な
く
進
ま
ひ
ら
せ
た
り
し
に
、

凡
の
事
、
久
し
く
ふ
り
に
し
事
ハ
、
間
違
ふ
事
も
な
き

お
よ
そ

も
の
な
る
に
、
近
き
こ
ろ
の
事
に
ハ
、
間
違
ふ
事
の
あ
る

事
誰
々
も
の
が
れ
ぬ
常
な
り
、
け
ふ
ハ
俊
明
院
様
の
御
忌

だ
れ
だ
れ

日
な
れ
ハ
、
精
進
に
致
さ
せ
よ
、
扨
今
朝
ハ
何
と
し
た
る

さ
て

事
に
や
、
い
ま
た
食
気
な
し
、
殊
仕
懸
り
の
書
事
あ
る
を
、

く

い

け

こ
と

し

か

か

か
き
ご
と

半
に
筆
置
て

な
か
ば


ે


天
明
六
年
九
月
八
日
将
軍
家
治
が
他

界
、
俊
明
院
殿
と
称
さ
れ
た
。
そ
れ
で
、
治
憲
は

月
々
の
八
日
に
は
終
日
精
進
御
膳
と
決
め
ら
れ

た
。
あ
る
八
日
の
朝
、
御
膳
に
魚
料
理
が
出
さ
れ

た
。
大
倹
約
中
で
藩
主
の
膳
部
で
な
く
、
お
豊
の

方
の
い
る
奥
で
食
べ
ら
れ
る
の
で
、
御
膳
番
の
取

り
仕
切
り
が
な
く
、
女
中
の
給
仕
で
あ
っ
た
の
で
、

何
の
配
慮
も
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
凡
そ
、
久
し

く
行
っ
て
き
た
事
は
、
間
違
う
事
も
な
い
が
、
近

頃
の
事
は
、
間
違
う
事
が
あ
る
の
は
、
誰
も
が
免

れ
な
い
。
今
日
は
俊
明
院
様
の
忌
日
な
の
で
、
精

進
に
い
た
せ
よ
、
さ
て
今
朝
は
何
故
か
、
食
欲
が

出
な
い
、
仕
掛
か
り
の
書
き
も
の
も
あ
っ
た
が
、

半
ば
で
筆
を
お
い
て
、
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入
た
れ
バ
、
書
事
終
へ
て
く
ハ
ん
こ
そ
仕
合
也
、
遅
き

し
あ
わ
せ

ハ
苦
し
か
ら
す
迚
も
ゆ
る

く
と
せ
さ
せ
よ
、
と
の
御

と
て

意
に
て
、
御
表
へ
出
さ
せ
給
ひ
し
也
、
去
れ
バ
、
け
ふ

お
も
て

の
御
膳
部
役
ハ
白
井
源
蔵
と
い
へ
る
も
の
な
り
、
斯
る

ぜ

ん

ぶ

か
か

大
な
る

誤

ゆ
へ
、
只
々
恐
入
の
ミ
、
か
ほ
ど
の
不
調
法

あ
や
ま
り

こ
れ
あ
る
身
の
御
膳
の
包
丁
恐
入
也
、
疾
同
役
へ
相

譲
、

と
く
ど
う
や
く

あ
い
ゆ
ず
り

扨
、
支
配
頭
へ
訴
、
御
裁
許
を
待
べ
し
、
と
当
番
の
御

さ
て

か
し
ら

膳
番
へ

断

た
り
、
御
膳
番
差
図
し
て
御
膳
遅
引
ら
ん
事

こ
と
わ
り

ハ
恐
多
し
、
差

扣
の
申
出
ハ
御
膳
後
の
沙
汰
也
、
先

さ
し
ひ
か
え

さ

た

く
急
て
御
膳
図
を
な
す
べ
し
と
て
、
精
進
御
料
理
に

は
か
り

取
か
か
り
ぬ
、
斯
り
し
ま
ま
に
、
多
人
数
取
懸
り
、
漸

く
御
膳
も
調
け
れ
ハ
、
公
御
膳
に
向
ハ
せ
ら
れ
、
御

快
こ
こ
ろ
よ
く

き
こ
し
め
し
、
玄
人
の
す
る
業
ハ
各
別
な
る
も
の
也
、

わ
ざ

今
の
間
に
仕
出
し
た
る
ハ
、
玄
人
な
ら
ね
ハ

し

だ

き
た
の
で
、
書
事
を
終
え
て
か
ら
食
べ
る
ほ
う
が

し
あ
わ
せ
で
あ
る
、
遅
く
と
も
苦
し
か
ら
ず
、
ゆ

る
ゆ
る
と
せ
よ
、
と
奥
か
ら
表
座
敷
へ
出
て
行
っ

た
。

さ
れ
ば
、
今
日
の
御
膳
部
役
白
井
源
蔵
は
そ
ん
な

大
き
な
誤
り
を
し
て
ご
膳
の
包
丁
は
持
て
な
い
、

す
ぐ
同
役
に
譲
り
、
御
裁
許
を
待
つ
と
御
膳
番
へ

断
っ
た
が
、
御
膳
番
は
、
御
膳
が
遅
く
な
る
の
は

恐
れ
多
い
、
差
控
の
申
出
は
後
に
し
て
、
先
ず
は

調
理
が
先
と
、
精
進
料
理
に
取
か
ゝ
ら
せ
た
。
こ

う
し
て
多
人
数
で
料
理
に
取
り
掛
か
り
御
膳
も
調

っ
た
の
で
、
治
憲
は
快
く
食
事
さ
れ
、
玄
人
の
す

る
業
は
格
別
だ
、
瞬
く
間
に
仕
出
し
し
た
の
は
玄

人
で
な
け
れ
ば



- 81 -



- 82 -

叶
ハ
ぬ
事
也
、
殊
塩
梅
の
よ
き
に
ハ
、
驚
入
と
の
御
賞
誉

か
な度

々
に
て
、
常
ハ
御
飯
も
二
膳
に
か
ぎ
り
て
き
こ
し
め
せ

ぜ
ん

し
が
、
今
朝
ハ
三
椀
き
こ
し
め
せ
し
也
、
去
れ
ハ
源
蔵
ハ

わ
ん

支
配
頭
へ
訟
ふ
へ
き
に
、
極
て
差
懸
る
事
ゆ
へ
、
差
扣
の

事
断
け
る
よ
り
、
御
膳
番
し
か

く
の
事
言
上
し
け
れ
ハ
、

ぜ
ん

則
御
膳
に
向
ハ
せ
た
ま
ひ
し
時
の
ご
と
く
の
御
賞
な
り
し

ぜ
ん

か
バ
、
御
膳
番
感
涙
し
て
白
井
が
訟
を
と
ゞ
め
し

ぜ
ん

〇

予
隠
居
の
風
流
に
ま
か
せ
て
、
居
屋
鋪
の
く
ま

く

よ
り
下
屋
敷
ま
て
に
、
も
ゝ
く
さ
の
種
ま
き
、
水
灌
な
ん

ど
た
の
し
ミ
、
其
が
初
摘
を
た
て
ま
つ
る
事
を
常
と
せ
り
、

或
年
煙
草
も
相
応
に
出
た
り
け
れ
ハ
、
手
作
の
小
柳

（
館

山
村
の
煙
草
を
小
柳
と
い
ひ
て
、
御
国

で
き
な
い
こ
と
だ
、
こ
と
に
塩
梅
の
よ
い
こ
と
に

は
驚
く
、
と
頻
り
に
褒
め
て
、
普
段
は
二
膳
の
ご

飯
を
今
朝
は
三
椀
も
食
べ
た
。
さ
て
源
蔵
に
つ
い

て
は
支
配
頭
へ
報
告
す
べ
き
だ
っ
た
が
、
極
め
て

緊
急
に
料
理
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
差
控

さ
せ
な
か
っ
た
事
情
を
（
訳
註
）
、
御
膳
番
が
説

明
し
た
所
、
治
憲
は
御
膳
に
向
か
っ
た
時
の
ご
と

く
の
お
褒
め
で
あ
っ
た
の
で
、
御
膳
番
は
感
涙
し

て
白
井
の
訴
え
を
留
め
た
。


ે
౽

善
政
は
隠
居
の
風
流
に
ま
か
せ
て
、
屋

鋪
の
隅
々
か
ら
下
屋
敷
ま
で
、
様
々
の
種
を
蒔
き
、

水
ま
き
な
ど
楽
し
み
、
初
摘
を
治
憲
に
献
上
す
る

こ
と
を
常
と
し
て
い
た
。
あ
る
年
、
煙
草
も
相
応

に
取
れ
た
の
で
、
手
作
り
の
小
柳
（
館
山
村
の
た

ば
こ
を
小
柳
と
言
っ
て
国
の



- 83 -



- 84 -

の
名
産
な
れ
ハ
、

戯

に
其
名
を
か
り
し
な
り
）
な
ん
ど
書
付
、

た
わ
む
れ

是
を
も
添
え
て
献
り
し
事
あ
り
、
其
後
の
御
意
に
過
し
頃こ

ろ

の
種
々
満
足
せ
り
、
其
が
中
に
煙
草
ハ
殊
に
口
に
か
な
へ

り
、
ま
だ
も
あ
ら
バ

献

れ
と
の
た
ま
ハ
せ
ぬ
、
故
を
伺

た
て
ま
つ

ま
ひ
ら
す
る
に
、
汝
が
知
ご
と
く
、
煙
草
は
柔
和
な
る

な
ん
じ

を
好
む
に
、
な
ん
と
し
た
る
事
に
や
、
近
来
ハ
次
第

く

に
つ
よ
む
き
を
出
す
ゆ
へ
、
た
と
へ
バ
三
服
の
ま
ん
を
一

服
の
ミ
、
五
服
の
む
べ
き
を
、
や
う

く
こ
ら
へ
て
、
二

ふ
く
も
の
ん
て
居
り
し
也
、
去
れ
バ
取
替
て
と
い
ハ
ん
と

す
れ
ハ
、
又
考
る
に
、
よ
き
を

く
と
の
心
遣
な
る
べ
き

を
、
あ
し
ゝ
と
い
ハ
ん
ハ
気
毒
な
り
と
、
つ
と
め
こ
ら
へ

て
の
ん
で
居
た
り
し
に
、
汝
が
手
作
の
柔
和
な
れ
バ
、

な
ん
じ

斯
ハ
こ
の
む
と
の
た
ま
ハ
せ
し
か
バ
、
御
請
申
て

名
産
な
の
で
、
戯
れ
に
そ
の
名
を
借
り
て
い
た
）

な
ど
と
書
付
、
差
上
げ
た
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
後

の
御
話
に
、
以
前
貰
っ
た
色
々
の
作
物
に
満
足
し

た
、
中
で
も
煙
草
は
殊
に
口
に
合
っ
て
い
た
、
ま

だ
あ
る
な
ら
貰
い
た
い
、
と
言
う
。
訳
を
伺
う
と
、

知
っ
て
の
通
り
、
煙
草
は
柔
和
な
の
を
好
む
の
に
、

な
ん
と
し
た
る
事
か
、
近
頃
は
次
第
に
強
め
を
出

さ
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
三
服
呑
み
た
い
所
一
服

の
み
、
五
服
呑
む
べ
き
を
我
慢
し
て
二
服
も
呑
む

の
が
精
一
杯
、
さ
れ
ば
取
替
て
と
言
い
た
い
が
、

考
え
る
に
、
良
い
も
の
を
良
い
も
の
を
と
い
う
心

遣
い
を
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
は
気
の
毒
だ

と
、
つ
と
め
て
こ
ら
え
て
呑
ん
で
い
た
が
、
汝
の

手
作
の
た
ば
こ
は
柔
和
で
気
に
入
っ
た
と
言
う
の

で
、
お
受
け
し
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退
ぬ
、
扨
、
御
煙
草
司
る
も
の
ゝ
、
有
が
た
き
お
ほ
し
め

さ
て

し
を
、
知
ま
ひ
ら
せ
さ
ら
ん
事
の
気
毒
な
る
よ
り
、
御
次

へ
退
き
て
御
意
の
し
か

く
か
た
り
し
に
、
御
煙
草
の

量

ハ
御
数
寄
屋
、
御
茶
道
の
役
也
、
御
数
寄
屋
頭
竹
津

は
か
ら
い

す

き

や

か
し
ら

長
有
が
答
に
、
誠
に
恐
入
し
事
也
、
や
ハ
ら
か
む
き
用

も
ち
い

た
ま
へ
る
を
ハ
知
な
か
ら
、
つ
よ
む
き
に
よ
き
た
ば
こ
あ

り
、
や
ハ
ら
か
む
き
に
よ
き
た
ば
こ
な
け
れ
ハ
、
少
し
つ

よ
む
き
な
る
を
た
て
ま
つ
り
し
に
、
あ
し
き
と
の
御
意
も

な
し
、
然
ら
ハ
近
来
ハ
つ
よ
き
に
も
な
れ
た
ま
ひ
し
と
、

よ
ろ
こ
ひ
て
、
次
に
ハ
、
夫
よ
り
少
つ
よ
き
、
又
其
次
に

ハ
、
又
夫
よ
り
つ
よ
き
、
漸
々
次
第

く
に
つ
よ
き
か
た

を
た
て
ま
つ
り
し
に
、
遂
つ
よ
し
と
も
、
あ
し
く
と
も
、

つ
い
に

御
意
の
下
ら
ね
ハ

退
出
し
た
。

さ
て
、
煙
草
の
係
が
治
憲
の
配
慮
を
知
ら
な
い
で

い
る
の
は
気
の
毒
な
の
で
、
御
次
の
間
へ
下
が
っ

て
事
情
を
伝
え
た
。
煙
草
の
係
は
御
数
寄
屋
、
御

茶
道
の
役
で
そ
の
御
数
寄
屋
頭
竹
津
長
有
の
答

は
、
誠
に
恐
れ
入
る
、
治
憲
が
柔
ら
か
む
き
が
好

み
な
の
を
知
り
な
が
ら
、
強
い
も
の
に
良
い
た
ば

こ
が
あ
り
、
柔
ら
か
む
き
に
よ
い
煙
草
が
無
い
の

で
、
少
し
強
む
き
を
差
し
上
げ
る
と
、
気
に
く
わ

な
い
と
も
申
さ
れ
な
い
の
で
、
近
頃
は
強
い
の
に

も
な
れ
た
の
だ
と
よ
ろ
こ
び
、
次
々
に
強
む
き
を

差
し
上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
強
い
と
も
、
気
に
く

わ
な
い
と
も
、
御
言
葉
が
な
い
の
で
、
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去
れ
バ
こ
そ
、
つ
よ
む
き
に
な
れ
た
ま
へ
り
と
、
嬉
し

う
れ
し

よ
り
後
ハ
常
と
し
て
、
匂
あ
る
つ
よ
き
煙
草
を
奉
り
し
事

也
、
然
る
に
つ
と
め
こ
ら
へ
て
、
召
上
ら
れ
し
と
ハ
、
恐

る
ゝ
に
あ
ま
り
あ
り
、
と
そ
い
へ
り
、
去
れ
ハ
、
約
し
ま

ひ
ら
せ
し
事
な
れ
バ
、
九
郎
兵
衛
ハ
あ
る
か
ぎ
り
二
十
連

（
縄
に
は
さ
ミ
た
る
ま
ま
を
連
と
い
ふ
）
あ
ま
り
を
献
り
け
る
、

こ
と
し
ハ
作
毛
あ
し
き
と
て
、
酒
停
止
の
年
な
り
け
る
が
、

御
膳
番
尾
形
弥
摠
う
け
た
ま
ハ
り
に
て
、
煙
草
の
御
謝
礼

ぜ
ん

と
し
て
お
酒
た
ま
ハ
る
所
也
、
し
か
し
な
が
ら
、
此
御
酒
、

都
合
一
度
に
御
渡
ハ
叶
ハ
す
、
日
に
三
升
づ
ゝ
な
ら
バ
、

か
な
わ

マ
ス

日
々
御
台
所
よ
り
請
取
て
、
当
年
中
ハ
の
む
へ
し
と
、
御

台
所
と
書
付
せ
る
酒
の
通
帳
に
て
た
ま
ハ
り
し
也
、
斯
る

か
か

恭
遜
の
お
ぼ
し
め
し
の
内
に
、

強
む
き
に
な
れ
た
と
嬉
し
く
、
匂
の
あ
る
強
い
煙

草
を
差
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
つ
と
め
て
こ

ら
え
て
召
上
ら
れ
て
い
た
と
は
、
大
変
申
し
訳
な

い
事
で
し
た
と
い
う
。

さ
て
、
約
束
し
た
事
な
の
で
、
私
・
九
郎
兵
衛
は

有
り
っ
た
け
二
十
連
（
縄
に
は
さ
ん
だ
ま
ゝ
を
連

と
い
う
）
余
を
献
上
し
た
。
今
年
は
作
毛
悪
く
酒

作
り
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
煙
草
の
礼
と
し
て
御
膳

番
尾
形
弥
捴
に
命
じ
、
お
酒
を
下
さ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
御
酒
は
一
度
に
渡
し
て
は
も
ら
え
ず
、

当
年
中
に
日
に
三
升
づ
ゝ
な
ら
ば
日
々
御
台
所
で

受
け
取
っ
て
飲
む
べ
し
と
、
御
台
所
と
書
付
さ
れ

た
酒
の
通
帳
で
頂
い
た
。
こ
の
よ
う
な
恭
遜
の
お

気
持
の
内
に
、
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