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今
日
の
愉
況
を
見
る
に
学
問
が
広
く
衆
庶
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
髄
意
的

馴
実
と
い
っ
て
よ
い
。
生
涯
学
習
や
、
社
会
教
育
の
分
野
か
ら
も
届
け
ら
れ
る
学
習

と
ま
で
な
り
、
専
門
的
学
問
の
成
果
か
ら
も
縦
で
も
が
容
易
に
手
に
す
る
こ
と
が
可

能
な
時
で
あ
る
。
何
時
で
も
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
問
の
場
へ
の
参
加
が
で

き
る
。
学
問
が
身
近
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
学
問
の
発
達
は
専
門
分
野
の
細
分
化
と

な
り
、
自
然
科
学
な
ど
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
反
面
、
｜
般
的
に
泥
ま
な
い
学

問
に
も
参
加
を
み
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
大
衆
化
さ
れ
、
学
問
が
身
近
に
あ
る
と
い
え
る

の
は
文
化
科
学
の
分
野
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
大
衆
化
に
あ
る
学
問
を
「
民
間
学
」

と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
き
た
。
鹿
野
政
直
氏
は
「
学
問
が
一
定
部
立
の
科
学
ば
か

（
１
）

り
で
は
な
く
、
知
的
関
心
の
新
し
い
視
野
の
中
に
求
め
て
い
っ
た
。
」
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
学
問
の
発
達
上
あ
た
り
ま
え
と
い
え
ば
圧
に
そ
う
だ
が
、
そ
れ
が
民
間
的

レ
ヴ
ェ
ル
の
上
で
も
な
さ
れ
て
き
た
の
も
靭
犬
で
あ
る
。
鹿
野
氏
は
近
代
民
間
学
の

筆
頭
に
柳
田
国
男
の
民
俗
学
を
稲
げ
て
い
る
。
柳
川
が
頭
初
に
始
め
た
地
方
史
学

（
郷
土
史
学
）
も
同
様
に
位
個
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
文
化
科
学
の
学
問

は
そ
れ
だ
け
親
し
み
易
く
、
人
間
と
し
て
生
き
る
燭
み
上
で
も
活
き
た
も
の
と
し
て

の
認
識
が
あ
る
と
瓢
え
る
も
の
で
あ
る
。

民
間
学
に
対
す
る
前
提
に
は
官
学
が
あ
る
。
近
世
で
は
官
学
は
朱
子
学
を
さ
す
の

に
多
川
さ
れ
、
近
代
で
は
官
立
（
皿
立
）
教
育
研
究
機
側
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
近
世
の
皿
学
は
官
学
な
る
朱
子
学
、
ま
た
浅
学
な
ど
所
調
外
来
の
学
問
に
対
し

平
田
篤
胤
の
農
学
思
想

雨

凋
藤
齢
胤
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て
典
向
か
ら
反
嬢
を
し
た
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
当
時
の
主
流
と
さ
れ
た
官
学

の
朱
子
学
に
対
し
て
脚
学
は
民
間
学
で
あ
っ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。

平
川
輔
肌
は
、
学
問
は
「
道
ま
な
び
」
で
あ
り
「
鬼
大
御
川
に
生
れ
た
ら
む
ほ
ど

の
人
は
、
此
叙
睡
を
心
と
し
て
万
の
学
を
お
き
て
、
ま
づ
御
紀
を
拝
み
読
み
、
上
古

の
御
迫
を
良
み
学
び
川
む
る
ぞ
、
物
学
び
の
本
務
な
り
け
る
」
（
『
古
史
徴
」
を
二

と
の
も
と
に
、
私
塾
気
吹
舎
に
お
い
て
多
く
の
門
弟
を
も
っ
た
。
鯨
胤
の
学
問
の
範

囲
は
極
め
て
広
く
、
結
果
的
に
噸
る
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と

は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
門
人
姓
名
録
』
に
一
目
瞭
然
と
す
る
が
、
武
士
な
ど

身
分
の
高
い
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
大
勢
は
庶
民
が
占
め
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
農
民
が
絶
対
的
に
多
い
こ
と
は
既
に
伊
東
多
三
郎
氏
な
ど
の
業
繍
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
理
由
に
庶
民
生
活
の
向
上
に
つ
い
て
平
田
古
道
学
が
果

し
た
役
割
が
著
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
Ｌ
季
・
農
民
と
い
っ
て
も
当
時
は
名
主
、
庄

屋
、
肝
煎
な
ど
と
称
さ
れ
た
人
が
少
な
く
な
い
。
農
民
上
層
部
の
門
人
で
も
あ
る
。
然

し
そ
れ
以
下
の
人
々
が
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
信
濃
同
伊
那
地
方
で
は
門
人

片
桐
春
一
を
中
心
と
す
る
→
蕊
鑪
轌
」
は
平
田
古
道
学
研
究
会
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
、
そ
こ
に
集
う
人
々
は
主
と
し
て
郷
村
の
、
そ
れ
も
い
く
ら
か
余
裕
の
あ
る
大

（
３
）

万
の
農
民
衆
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
秋
川
の
門
人
を
見
て
も
武
士
、
神
官
の
他
ほ

と
ん
ど
農
民
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
狭
い
見
方
を
す
れ
ば
、
農
民
或
い
は
そ
の
指
導
者
た
る
や
の
人
々
に

雌
も
関
心
の
あ
る
小
柄
と
平
田
古
道
学
が
合
致
し
、
ま
た
時
代
的
な
避
鋼
も
か
み
合

う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
瀞
え
る
の
で
あ
る
。
結
摘
か
ら
い
え
ば
、
腱
民
に
と
っ
て
雌
も

関
心
の
あ
る
生
業
た
る
腱
莱
と
、
平
川
古
道
学
が
板
庇
の
と
こ
ろ
で
一
致
し
、
そ
の

思
想
が
爽
現
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
い
か
。
つ
ま
り
股
学
、
腿
業
の
思
想
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
川
古
道
学
が
人
間
の
本
性
に
即
し
た
自
然
観
生
活
皿
を

次
ｆ

平
田
爾
胤
の
農
学
思
想

佐
藤
武
石
衛
門
家
棚
仏
の
佐
藤
崎
淵
大
人
に
関
わ
る
涜
料

神
謹
能
典
柱
大
人
麓
抑
号
拝
受
の
時
肌
に
つ
い
て

研
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道
学
ま
で
確
立
し
、
敬
神
崇
祖
の
生
活
に
実
践
規
範
を
示
し
た
と
こ
ろ
と
、
一
般
庶

民
た
る
農
民
に
も
享
受
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

一一

篤
胤
の
国
土
生
成
論
は
『
古
史
傅
』
な
ど
に
詳
し
く
、
そ
れ
ら
に
依
れ
ば
、
我
国

の
在
処
、
諾
閂
二
神
の
交
合
、
天
之
理
矛
な
ど
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。
国
土
の
生
成

は
産
霊
二
神
の
御
霊
に
よ
っ
て
諾
肉
二
尊
が
生
み
給
い
、
こ
れ
に
よ
り
稲
穀
豊
焼
に

す
る
国
土
と
な
る
こ
と
を
説
く
。
「
伯
家
学
則
波
義
稿
』
で
は
蒼
生
の
元
始
及
び
万

物
の
初
生
も
皇
祖
二
神
に
出
た
る
も
の
と
し
て
、
更
に
青
人
草
（
人
）
が
食
い
て
活
く

べ
き
物
に
稲
殺
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
『
た
ま
だ
す
き
』
を
三
に
「
皇
孫
邇
邇
雰
命

を
天
降
し
袷
ふ
時
に
。
そ
の
豊
宇
氣
毘
責
神
の
御
神
体
。
ま
た
斎
庭
の
穂
と
て
。
大

晒
し

御
神
の
御
田
な
る
稲
穂
を
さ
づ
け
給
へ
り
。
然
る
種
を
し
。
神
の
生
給
へ
る
御
国
の

す
ぐ
め
で
た

季
候
順
正
な
る
。
肥
土
良
田
に
殖
ろ
故
に
。
神
世
よ
り
稲
穀
万
国
に
卓
れ
て
美
け
れ

い
ひ

ば
、
瑞
穂
国
と
も
号
し
な
り
。
」
と
述
べ
稲
作
国
を
強
調
し
て
い
る
。

篤
胤
の
杵
作
に
農
学
思
想
を
直
接
主
題
と
し
て
説
い
て
い
る
も
の
は
な
い
が
、
我

国
の
生
産
が
農
業
に
あ
る
こ
と
を
暗
に
し
て
い
る
も
の
は
前
述
の
如
く
著
述
苔
や
他

脊
述
の
謝
所
に
み
え
て
い
る
。く
え
び
こ

と
こ
ろ
で
、
鱒
胤
の
「
久
延
毘
古
」
竝
視
観
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。
自
身

を
久
延
毘
古
像
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
れ
を
門
人
等
に
も
拝
さ
せ
た
と
い
う
「
平
田
大
人

久
延
毘
古
画
賛
摺
物
」
が
ま
ま
見
か
け
ら
れ
る
。
『
気
吹
舎
熟
則
演
義
』
に
は
、
身
を
柵

め
神
拝
の
の
ち
に
机
に
愚
る
べ
き
こ
と
を
規
則
と
し
、
造
化
三
柱
大
神
、
伊
勢
両
宮
、

鯨

杵
築
大
社
、
産
土
神
、
家
の
神
床
、
「
次
一
一
学
神
ヲ
拝
ム
ベ
シ
」
と
あ
る
。
学
神
と

い
う
の
は
『
た
ま
だ
す
き
』
巻
九
に
「
学
問
の
神
の
御
前
に
向
ひ
右
の
如
く
拝
み
て
」

と
み
え
、
次
に

酔
別
氏
。
吾
古
學
爾
幸
閉
賜
閉
登
齋
比
奉
留
。
八
意
思
兼
神
。
忌
部
神
。
菅
原

神
。
又
添
丘
齋
比
奉
留
。
荷
田
大
人
。
岡
部
大
人
。
本
居
大
人
。
久
延
毘
古
命

乃
御
前
乎
慎
美
敬
比
。
學
問
乃
業
爾
悟
深
久
。
彌
奨
賜
比
。
足
波
不
行
杼
毛
。

天
下
乃
事
共
令
知
賜
幣
登
。
畏
美
畏
美
母
秤
美
奉
留
。

と
あ
り
、
弦
で
は
久
延
毘
古
も
学
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

右
に
い
う
如
く
天
下
の
事
を
悉
く
知
り
分
け
た
る
こ
と
か
ら
だ
と
も
い
う
の
で
あ
る
。

久
延
毘
古
は
「
古
事
記
』
に
大
国
主
神
と
少
名
毘
古
那
神
と
の
国
土
経
常
の
段
に

見
え
る
も
の
で
、
『
日
本
書
記
』
に
は
そ
の
こ
と
は
な
い
。
即
ち
、
記
に

故
、
顯
白
其
少
名
砒
古
邪
神
、
所
謂
久
延
昆
古
者
、
於
今
者
山
田
之
曽
冨
騰
、

者
也
。
此
神
者
、
足
雅
不
行
、
韮
知
天
下
之
頭
神
也
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
『
た
ま
だ
す
き
』
巻
二
四
で
は
「
犬
勝
国
勝
奇
霊
千

懇
彦
命
」
と
ま
で
尊
称
し

田
畑
に
立
た
る
真
の
案
山
子
は
更
な
り
。
其
に
準
へ
た
る
幣
に
て
も
。
有
ゅ
る

神
。
行
ゆ
ろ
霊
の
物
夷
と
し
て
祈
り
拝
す
れ
ば
。
神
に
ま
れ
。
霊
に
ま
れ
。
其

ノ
祈
白
す
こ
と
の
さ
ま
に
従
ひ
て
。
其
ノ
こ
と
を
預
か
り
知
れ
る
が
、
釆
磁
り

３

て
其
応
あ
り
。
此
神
の
天
上
天
下
の
有
ゆ
る
こ
と
を
知
る
て
ふ
道
理
。
こ
こ
を

以
て
凪
ひ
弁
ふ
へ
し
。▲久延塵六両

鰊

匹
忍
室
包
強

久延毘古神の成立栂造
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、
と
述
べ
、
久
延
毘
古
の
神
格
化
を
強
く
説
い
て
い
る
。
小
林
連
一
一
一
氏
は
こ
の
繭
胤
の

久
延
毘
古
思
想
を
垂
加
神
道
の
猿
田
彦
神
の
思
想
と
同
形
態
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
も

《
』

の
と
の
指
摘
を
す
る
。
さ
ら
に
篤
胤
の
玄
学
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
久
延
毘
古
（
案

か
し

山
子
）
と
い
う
無
心
の
寓
物
を
媒
介
と
し
て
、
こ
れ
に
蛎
延
魂
を
入
れ
る
方
途
さ
え
案

（
Ｐ
句
）

出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
万
物
の
生
成
の
根
元
た
る
産
僻
唾

の
賊
仰
と
川
畑
に
立
つ
案
山
子
が
一
体
と
な
り
、
知
の
神
、
万
有
の
神
と
し
て
の
久

延
児
古
神
が
生
れ
た
と
い
え
る
。

案
山
子
そ
の
も
の
を
Ⅲ
ノ
神
、
畑
ノ
神
と
し
て
耐
胤
は
成
接
述
べ
た
と
こ
ろ
は
み

え
な
い
が
、
そ
の
神
性
も
否
定
は
し
て
い
な
い
。
案
山
子
は
川
ノ
神
、
水
ノ
神
で
あ

り
、
川
の
所
行
樅
の
標
識
、
防
迩
者
と
し
て
展
夜
そ
こ
に
立
ち
凪
『
す
も
の
と
念
願
さ

（
５
》

れ
て
、
そ
れ
が
神
の
恐
代
と
さ
れ
た
こ
と
は
民
俗
僧
仰
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
古

珈
紀
」
に
伝
え
る
案
山
子
か
ら
も
、
高
わ
づ
も
が
な
の
信
仰
で
あ
っ
た
ろ
う
。
篤
胤

は
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
極
め
て
神
学
的
に
信
仰
的
に
理
論
づ
け
を
し
た
の
で
あ
る
。

稲
作
侭
仰
が
産
霊
神
の
働
き
と
導
き
に
よ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
田
ノ
神
と
相
俟
っ

た
も
の
が
根
幹
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
農
民
等
に
と
っ
て
の
田
ノ
神

畑
ノ
神
の
案
山
子
は
股
も
身
近
な
存
在
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
平
田
古
道
学
に
よ
っ
て

偉
大
な
神
と
し
て
昂
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
農
民
層
に
布
術
し
て
い
っ
た
一
因

で
は
な
か
ろ
う
か
。

一一一

「
天
津
祝
剥
考
」
版
本
附
録
に
「
門
人
稗
書
類
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
「
稿
成
り
て

師
の
閲
覧
を
経
た
る
書
の
み
を
拳
た
り
」
と
い
う
。
こ
の
中
に
腿
書
が
丘
点
滅
せ
ら

れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
鱒
胤
著
述
齊
中
に
は
そ
の
も
の
に
直
接
触

れ
た
の
は
な
い
が
、
門
人
の
多
く
が
農
民
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
門
人
著

作
の
鰹
汗
の
出
版
は
大
き
な
怠
誕
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

腿
政
本
論

六
巻

佐
藤
信
淵

こ
の
腱
蜘
の
超
脱
よ
り
、
凡
て
此
道
に
側
ろ
郡
を
、
蚕
く
総
へ
る
排
な
る
故

に
、
か
く
名
け
た
り
、
抑
Ｌ
腿
は
川
の
本
に
て
、
股
政
を
艀
く
せ
ざ
れ
ば
、

川
耐
ま
す
、
川
揃
ざ
れ
ば
面
邪
雅
る
こ
と
能
は
ず
、
刷
家
経
済
の
道
、
此
外

に
あ
る
邪
な
し
、
然
れ
ば
此
杵
、
は
じ
め
に
神
祇
の
御
功
徳
を
述
べ
、
水
に

祭
祀
の
棚
酪
な
る
ま
し
き
叩
ま
で
論
辨
せ
り
。
○
概
征
ら
云
く
、
偏
淵
符
す

雨
所
の
茜
、
凡
て
四
部
、
そ
の
中
、
師
説
に
異
な
る
物
ま
ま
有
と
い
へ
ど
も
、

又
以
て
参
考
に
傭
ふ
く
し
、
と
師
の
許
し
総
へ
る
に
依
て
、
其
ま
ま
に
拳
つ

る
な
り
。

腱
乗
除
話

二
巻
刻
成

小
西
鱒
好

股
業
要
染
附
草
木
錘
緬
總
一
巻
刻
成

宮
口
定
雄

民
家
要
術

四
巻

向
人

腿
業
自
得

一
巻

川
村
吉
茂

右
の
件
淳
は
、
各
く
雌
業
に
心
を
尽
し
て
思
上
僻
た
る
趣
を
犯
し
て
、
Ⅱ
川

に
伽
へ
、
且
川
志
の
人
々
に
も
示
さ
む
と
、
杵
〈
せ
し
物
也
、
○
盛
祉
ら
女

く
、
右
何
レ
も
文
章
の
姉
な
し
と
丞
へ
ど
ら
、
此
懇
切
至
り
氏
、
せ
り
、
洲
ゆ

る
風
水
練
の
瀬
に
非
ず
。

こ
の
う
ち
川
村
仁
左
衛
円
吉
茂
を
除
く
三
者
は
正
式
に
気
吹
舎
鯆
胤
に
名
纈
を
雄

し
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
入
門
者
は
羽
州
秋
田
人
江
戸
住
佐
藤
億
淵
（
文
化
十
二
年
）

摂
州
嶋
下
郡
小
西
篤
好
（
文
政
十
年
）
、
下
総
国
呑
取
郡
宮
負
定
雄
（
文
政
九
年
）

で
あ
っ
た
。
宮
負
定
雄
は
下
総
国
学
の
中
心
人
物
で
も
あ
り
、
『
国
益
本
論
』
（
天
保

二
年
）
に
も
農
学
思
想
が
色
濃
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
農
弩
を
ま
た
平
田
古
道

学
の
う
ち
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

（
６
）

筑
波
常
治
氏
は
「
日
本
の
農
傘
】
』
の
中
で
、
近
世
に
極
め
て
発
達
し
た
農
韮
曰
で
あ

る
が
、
そ
れ
ま
で
に
日
本
の
知
識
人
（
学
者
、
地
方
役
人
等
）
は
農
業
を
見
く
だ
し

研
究
の
主
題
に
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
と
い
い
、
元
禄
期
に
お
い
て
貝
原
益
軒
な
ど
に

農
業
を
研
究
対
象
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
○
○
｜
年

後
に
は
、
農
将
が
次
第
に
世
に
出
さ
れ
て
知
識
人
も
見
直
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
は

鰹
業
全
般
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
業
織
を
今
日
に
適
し
て
い

る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
見
る
卿
学
も
摂
取
し
た
頃
で
も
あ
っ
た
。
｜
〃
元
禄

期
と
い
え
ば
、
所
調
国
学
の
蝋
牙
期
で
あ
り
、
こ
れ
も
一
○
○
年
後
の
発
腿
に
は
見
る

べ
き
も
の
が
あ
る
。
或
る
意
味
で
、
外
部
か
ら
の
刺
激
を
う
け
る
こ
と
に
よ
り
、
我

が
目
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
近
世
半
円
の
黎
明
を
つ
げ
る

時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
鯆
胤
の
在
る
時
代
は
蛾
側
も
極
め
て
苑
逸
し
、
当
然

腿
学
も
ま
た
篠
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
門
人
稗
神
矧
」
に
あ
る
宮
負
定
雄
「
腿
業
要
索
』
（
文
政
九
年
）
の
序
に
は
、
鯆
胤
が
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地
方
農
学
の
価
値
を
認
め
て
、
宮
負
の
農
学
に
対
し
て
、
「
今
よ
り
田
つ
く
る
態
は

こ
の
若
圃
に
問
へ
」
と
賞
揚
し
て
い
る
。
師
で
あ
る
篤
胤
か
ら
神
習
う
道
を
学
ん
だ

父
と
「
其
子
を
も
然
は
教
へ
立
て
し
か
ら
に
。
定
雄
は
た
幼
か
り
し
程
よ
り
大
御
民

の
業
を
し
殊
に
好
き
て
。
我
万
づ
の
種
を
く
さ
ぐ
さ
に
作
り
試
み
つ
つ
。
人
の
え
知

ら
ざ
る
作
り
ざ
ま
を
知
り
得
る
ま
ま
に
書
き
し
る
し
て
。
か
く
一
ふ
み
と
成
り
ぬ
る
」

も
の
と
述
べ
る
程
で
あ
る
。
芳
賀
登
氏
も
ま
た
、
平
田
国
学
の
学
統
は
地
方
文
化
の

（
７
）

荷
担
者
で
あ
る
豪
農
の
学
問
と
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
篤

胤
は
宮
負
ら
の
著
述
を
見
る
と
き
に
、
当
時
大
和
心
の
持
ち
主
は
農
業
指
導
の
方
向

に
道
を
求
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
解
る
。

と
こ
ろ
で
、
田
村
吉
茂
の
『
農
業
自
得
』
（
天
保
十
二
年
）
は
、
篤
胤
の
朱
飛
が
人

（
８
）

っ
た
手
稿
と
し
て
適
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
手
稿
に
篤
胤
自
ら
韮
同
名
、
序
文
、

（
９
）

朱
兼
添
削
を
し
た
こ
と
を
、
そ
の
序
文
に
記
し
て
い
る
。
嘉
永
五
年
に
知
新
堂
よ
り

二
巻
本
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
筑
胤
は
天
保
十
二
年
睦
月
に
国
許
退
去
の
幕
命
に
従

っ
て
、
帰
秋
の
途
、
佐
竹
領
分
下
野
国
河
内
郡
に
良
川
ま
で
下
り
、
こ
こ
に
春
中
逗

矧
を
し
た
が
、
そ
こ
に
田
村
は
人
の
紹
介
の
も
と
に
鯆
胤
を
た
づ
ね
て
自
著
の
添
削
、

序
文
、
諜
名
を
得
て
成
っ
た
の
で
あ
る
。
田
村
は
宮
負
定
雄
と
も
交
渉
が
あ
り
、
い

づ
れ
も
農
事
に
関
心
を
股
も
強
く
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
「
農
業
自
得
」

の
序
文
に
は
、
「
門
人
著
書
類
」
に
も
み
え
る
小
西
篤
好
の
『
農
業
餘
話
』
（
文
政
十

年
）
二
巻
に
も
ふ
れ
て
、
こ
の
二
箸
が
「
西
と
東
と
国
こ
そ
隔
れ
、
そ
の
心
を
用
ひ

た
り
趣
は
も
。
字
武
岐
の
貝
の
う
ま
く
あ
ひ
合
ふ
説
ど
も
に
て
。
す
べ
て
の
百
姓
の

守
り
と
な
る
べ
き
教
へ
等
」
な
る
も
の
で
あ
り
、
「
詞
は
鄙
び
た
れ
ど
意
は
あ
ま
り
あ

り
」
「
種
子
の
見
つ
も
り
。
日
和
の
者
へ
な
と
は
世
に
い
ま
だ
記
せ
る
戦
な
く
」
と
賞

め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

農
事
を
は
じ
め
袷
ひ
し
大
神
た
ち
の
。
我
が
此
の
わ
ざ
を
好
む
心
に
。
御
湛
幸

は
ひ
て
。
西
よ
り
東
よ
り
。
こ
の
道
の
ひ
じ
り
二
人
を
得
し
め
て
。
車
に
二
つ

さ
が

の
輪
の
あ
る
如
く
。
古
の
，
道
の
ま
な
び
の
。
め
ぐ
り
行
は
る
べ
き
祥
を
示
し
袷

あ
わ
れ

ふ
こ
そ
。
阿
波
礼
世
の
百
姓
た
ら
む
も
の
。
常
に
こ
の
自
得
と
か
の
餘
話
と
を

す
こ
し
と
ど

左
右
に
取
り
持
ち
て
。
西
東
そ
の
つ
く
り
業
の
少
異
な
る
趣
に
意
を
つ
け
て
。

お
く
か

猫
次
々
に
こ
の
道
の
奥
所
を
た
づ
ね
。
世
に
あ
ら
は
し
伝
へ
む
に
は
。
誠
に
血
旱

葦
原
の
水
穂
の
御
同
の
神
の
大
御
宝
と
な
も
云
ふ
く
か
り
け
る
。
御
宝
ぬ
し
と

ｒ癩驫、

な
も
称
ふ
く
か
り
け
る
。

と
述
べ
る
。
い
か
に
篤
胤
が
農
学
を
も
重
視
し
て
い
た
か
が
解
り
得
よ
う
。
序
文
で

は
さ
ら
に
宣
長
が
門
人
を
訓
誠
し
た
歌
さ
え
引
い
て
、
我
が
神
道
を
学
ぶ
べ
き
も
の

は
、
先
ず
家
業
に
精
励
す
べ
き
で
あ
る
と
も
強
調
す
る
。
篤
胤
は
つ
づ
け
て
、
国
許

秋
田
に
帰
藩
す
る
こ
と
を
鑑
み
な
が
ら
、
そ
の
感
慨
を
託
し
て
、

故
こ
こ
に
田
人
に
あ
ら
ぬ
己
し
も
。
此
の
教
へ
に
頼
み
初
め
て
。
か
く
労
き
成

せ
る
は
。
「
武
蔵
野
に
ふ
む
道
も
な
き
久
延
毘
古
の
秋
田
に
士
掻
む
つ
と
物
に

せ
む
」
と
恩
ふ
意
も
こ
め
て
な
り
け
り
。

「
久
延
毘
古
」
は
案
山
子
と
し
て
秋
の
田
圃
に
立
つ
と
同
じ
に
、
自
己
を
「
久
延
肥

古
」
に
讐
え
て
、
秋
田
の
池
に
今
後
を
過
す
べ
き
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
斯
様

に
『
農
業
自
得
』
の
序
文
に
は
農
学
思
想
を
端
的
に
表
意
し
て
い
る
と
い
え
る
。

自
ら
を
久
延
昆
古
を
も
っ
て
任
じ
て
お
り
、
山
田
の
中
の
案
山
子
の
ご
と
き
役
割

を
自
負
し
て
い
た
。
そ
れ
は
も
は
や
、
自
ら
を
田
ノ
神
と
し
て
農
事
を
守
謎
す
る
も

の
で
あ
り
、
平
田
古
道
学
こ
そ
が
農
民
の
指
針
と
な
る
根
本
の
教
え
で
あ
る
と
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殿
氏
に
と
っ
て
は
、
学
問
は
普
段
は
縁
遠
い
も
の
と
考
え
が

ち
で
あ
る
が
、
篤
胤
の
学
問
上
の
思
想
、
信
仰
か
ら
も
案
山
子
が
田
ノ
神
か
ら
さ
ら

に
知
ノ
神
と
し
た
如
く
、
そ
れ
が
平
田
古
道
学
の
実
践
的
規
範
に
そ
っ
た
生
活
の
あ

り
方
の
中
で
、
農
民
と
生
き
る
農
学
を
奨
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

『
農
業
自
得
』
に
お
い
て
篤
胤
自
身
が
ど
の
程
度
の
本
論
中
に
朱
筆
を
入
れ
た
の

か
、
そ
の
稿
本
（
手
稿
本
）
の
披
見
を
得
て
い
な
い
の
で
決
定
的
な
こ
と
は
述
べ
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
添
削
済
と
で
も
い
う
べ
き
今
日
に
公
刊
さ
れ
て
き
て
い

る
『
農
業
自
得
』
を
み
れ
ば
、
平
田
古
道
学
の
基
本
的
な
思
想
に
叶
っ
た
部
分
は
多

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
篤
胤
の
序
文
で
の
賛
辞
は
当
然
で
あ
っ
た
こ
と
に
難
は
な
い
。

こ
の
「
農
業
自
得
』
の
最
大
目
標
は
五
穀
の
成
就
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
経
済
的
、

封
建
経
済
的
安
定
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
「
穀
物
は
生
養
の
根
元
た
る
宝
の
第
一

な
る
に
よ
っ
て
種
を
下
す
と
き
は
天
地
と
種
子
を
三
拝
し
て
。
土
神
へ
五
穀
成
就
を

願
う
べ
し
」
と
す
る
。
こ
の
田
村
の
農
苫
で
は
、
農
業
は
全
て
陰
陽
和
合
が
自
然
の

理
で
あ
り
、
「
草
木
猪
作
物
は
天
地
を
父
母
と
し
て
生
熟
す
る
」
と
い
う
産
霊
信
仰

を
ば
い
わ
ば
基
幹
と
し
て
、
何
よ
り
も
実
践
的
裏
づ
け
を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
篇

綴
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欝
艘

銘
造
化
が
総
』
（
文
政
八
年
頃
）
に
は
雁
迩
神
の
仰
大
な
徳
に
よ
っ
て
腿
馴
の
時
候

を
教
え
、
作
物
を
舩
か
に
稔
ら
し
、
灯
姓
を
安
ら
か
に
生
活
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
挽
い
て
い
る
。
川
村
古
茂
の
「
Ｘ
地
を
父
母
と
し
て
唯
熟
す
る
」
と
い
う
埒

え
方
は
隙
淵
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
帖
淵
の
家
学
の
大
成
は
文
化
十
二
年
に
鰯
胤
へ

（
Ⅶ
》

の
入
門
に
よ
っ
て
そ
の
根
本
哲
卵
を
得
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
鰹
杵
に
そ

れ
ら
が
表
わ
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
範
胤
の
鯉
学
思
想
と
は

（
Ⅲ
》

か
け
離
れ
る
こ
と
の
な
い
「
師
の
許
し
総
へ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
門
人
菩
墾
ｎ
類
で

の
腿
升
は
可
成
の
と
こ
ろ
で
共
通
し
た
思
想
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

江

篤
胤
の
「
修
剛
間
成
」
観
の
根
滅
に
は
「
施
蝋
」
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
雁
戯
の
働
き
に
よ
り
〃
物
の
化
成
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
人
制
の
現
災
的
な
欲
求

に
即
し
た
形
で
脚
柵
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
粁
述
中
に
多
く
散
見
さ
れ
る
。
そ
の

こ
と
が
腿
業
を
堆
盤
と
し
た
神
道
乃
至
日
本
人
の
日
常
生
活
に
合
致
し
た
も
の
で
あ

る
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
こ
そ
が
、
四
半
の
只
体
的
な
営
み
と

し
て
現
実
的
な
農
に
生
き
る
人
々
、
大
御
宝
と
し
て
の
賎
民
に
い
た
る
ま
で
平
田
古

道
学
が
受
容
せ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
活
即
信

仰
は
生
活
即
神
道
で
あ
り
、
そ
の
神
道
は
平
田
古
道
学
で
あ
る
宗
教
性
と
実
践
を
合

せ
た
現
実
的
な
生
活
の
基
本
の
あ
り
方
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

胤
の
理
論
と
炎
践
に
叶
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
門
人
杵
秘
顛
」
に
佐
藤
偲
淵

の
『
胆
放
水
繊
罠
文
政
十
二
年
）
が
几

え
る
。
こ
の
他
伯
淵
が
将
作
に
「
尺
地

銘
造
化
行
論
』
な
ど
四
神
も
ま
た
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
腱
業
自
得
』
よ

ｊ搾
り
前
に
祇
凹
か
れ
た
信
淵
の
『
草
木
」
ハ
部

政
耕
煎
法
』
（
天
保
一
一
一
年
）
に
は
天
地
の
錆

魑
造
は
神
科
岐
、
神
糾
美
二
神
に
よ
り
な

踵
さ
れ
、
万
物
も
そ
の
一
一
神
の
「
神
機
」

榊

『
宮
口
定
雄
の
『
民
家
要
術
』
（
天
保
一
一
年
）
の
農
五
ｍ
に
、

醤
も
他
も
身
の
行
ひ
心
の
状
ま
で
騨
辿
と
も
に
神
の
兄
微
し
に
な
り
て
。
御
評

定
に
あ
づ
か
る
と
恩
へ
ば
。
眼
に
兇
え
ぬ
幽
興
の
神
に
対
し
て
恥
か
し
ぐ
。
牒

叩
と
て
は
心
に
さ
へ
も
恩
は
れ
ず
。
隣
ｕ
向
な
く
す
る
州
。
な
す
叩
近
に
雄
ふ

班
な
り
難
く
・
忠
孝
仁
義
は
堅
く
立
つ
な
り
。

と
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
平
田
古
適
学
思
想
は
確
災
に
農
学
背
を
も
の
し
た
窟
口

に
根
ざ
し
て
い
た
。
『
民
家
要
術
』
に
は
さ
ら
に
、
人
間
の
生
殖
と
農
業
喋
産
と
が

神
々
の
「
産
湿
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

畢
寛
、
篤
胤
の
農
学
思
想
は
案
山
子
を
も
っ
て
産
霊
神
に
よ
り
久
延
毘
古
神
ま
で

昂
め
て
考
え
る
こ
と
が
、
農
民
に
も
広
く
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秋

川
県
雄
和
町
の
伊
藤
某
家
で
は
篤
胤
の
門
人
後
爾
で
は
な
い
が
、
旧
家
農
民
と
し
て

代
々
に
亘
っ
て
「
平
川
大
人
久
延
毘
古
剛
仕
」
掛
袖
を
蔵
し
て
、
秋
の
収
種
後
は
必

ず
川
ノ
神
と
し
て
祀
っ
て
き
た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
し
て
も
久
延
腿
古
Ｉ
田
ノ
神
ｌ

平
川
姉
胤
（
平
川
古
道
学
）
が
活
き
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

久
延
毘
古
が
鯉
家
の
Ⅲ
ノ
神
、
畑
ノ
神
と
僻
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
秋
川
の
桁

所
の
神
官
が
各
股
家
で
行
な
わ
れ
る
氏
間
の
折
年
祭
と
も
い
え
る
作
祈
樹
に
お
い
て
、

久
延
毘
古
神
御
幣
を
祀
る
こ
と
で
も
解
り
、
い
か
に
大
切
に
祀
っ
て
き
た
か
を
知
ら

し
め
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
鱒
胤
の
腿
学
思
想
は

し
久
延
毘
古
神
御
幣
（
壇
和
町
）

地
盤
と
し
て
、
武
士
社
会
や
都
市
、
商

農
民
に
と
っ
て
身
近
な
「
久
延
毘
占
」

思
想
で
代
炎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
お
い
て
砺
胤
の
凪
学
思
想
は
同
学
の

純
粋
陪
従
と
し
て
農
民
衆
庶
に
い
た
る

ま
で
没
適
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
川
学
史
上
の
立
瑚
か
ら

股
民
思
想
と
回
学
の
側
巡
を
揺
察
す
れ

ば
、
平
田
古
道
学
が
も
っ
と
も
密
接
な

関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
と
い
え
、
そ
の

位
置
づ
け
は
敢
要
で
あ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
平
田
古
道
学
発
達
の
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も
の
で
あ
る
。

人
な
ど
町
人
社
会
よ
り
も
、
地
方
の
郷
村
社
会
、
農
村
社
会
に
そ
の
学
風
が
青
く
ま

れ
て
い
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
し
て
、
農
民
の
学
と
し
て
農
書
が

も
の
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
民
間
学
の
一
翌
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

平
田
古
道
学
の
農
学
思
想
の
躍
如
た
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
評
価
し
得

証
（
１
）
鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
の
民
間
学
』
（
昭
和
五
十
八
年
、
岩
波
書
店
）

（
２
）
「
伊
那
の
本
学
謹
社
」
伊
東
多
三
郎
『
草
弾
の
国
学
（
剛
補
版
）
」
（
昭
和

Ⅱ
十
七
年
・
名
著
出
版
）
所
収

（
３
）
前
掲
害
に
題
す
る
「
草
葬
の
同
学
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
に

一
草
葬
」
に
没
透
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
川
名
通
は
「
草
葬
の
伺

学
ｌ
下
総
国
学
ｌ
に
つ
い
て
」
（
昭
四
十
八
年
）
で
繭
胤
生
前
ま
で
の
人
門

荷
を
分
析
し
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
士
と
明
ら
か
に
犯
さ
れ
て
い

る
の
は
二
割
で
、
そ
れ
以
外
の
大
部
分
は
礁
民
、
そ
れ
も
農
民
で
あ
る

こ
と
を
慌
摘
し
て
い
る
。

（
４
）
「
砿
Ⅲ
彦
神
と
久
延
毘
古
の
伝
」
小
林
健
三
『
平
川
神
道
の
研
究
』
（
昭

杣
几
十
年
・
古
神
道
仙
法
牧
本
庁
）
所
収
。

（
５
）
秋
川
巾
太
平
で
は
卜
Ⅱ
十
日
に
案
山
子
の
餅
を
胆
き
、
そ
れ
を
案
山
子
に

背
負
わ
せ
て
川
に
流
す
と
い
う
案
山
子
上
げ
祝
い
を
し
て
い
た
民
俗
行
鞭

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
畑
は
全
国
的
に
み
ら
れ
る
。

（
６
）
筑
波
常
治
『
日
本
農
恕
」
（
叩
八
十
・
一
年
・
山
打
波
舐
叩
店
）
。
農
業
は
な
ぜ
近
世

に
発
展
し
た
か
ｌ
に
お
い
て
．
農
民
の
自
ら
に
よ
る
体
験
的
農
苫
が
は
た

し
た
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。

（
７
）
「
衆
農
平
山
家
の
学
問
」
芳
賀
笠
「
聯
未
国
学
の
研
究
員
昭
和
几
十
五
年

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
所
収
。

（
８
）
「
北
関
東
に
成
立
し
た
百
姓
の
農
評
『
農
業
目
側
』
今
井
敏
行
稿
に
『
農

業
自
得
』
の
手
稿
本
の
こ
と
が
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
何
時
に
出
版
状

況
や
川
村
家
の
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
近
世
農
諏
に
学
ぶ
」
飯
沼

二
郎
編
（
昭
和
五
十
一
年
。
Ⅲ
本
放
送
出
版
協
会
）
所
収
。

（
９
）
『
気
吹
舎
文
典
」
に
も
、
そ
の
序
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
旧
）
国
学
大
系
節
十
二
巻
『
佐
藤
信
淵
集
」
（
昭
和
十
八
年
、
地
平
社
）
安
津
索

彦
「
校
訂
」
に
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

（
Ⅲ
）
「
門
人
著
書
麺
」
の
解
説
に
「
農
政
本
論
」
が
盛
征
ら
の
高
鷲
で
あ
る
が

「
師
説
に
異
な
る
物
求
求
有
る
と
い
へ
ど
ら
、
又
以
て
参
考
に
術
ふ
く
し
」

と
つ
づ
け
て
「
師
の
許
し
給
へ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
偏
淵
の

農
学
は
高
度
な
鎗
理
的
著
述
に
終
始
し
た
こ
と
も
一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(f鰊、

佐
藤
信
淵
大
人
と
同
族
の
佐
藤
武
右

衛
門
家
に
、
次
の
よ
う
な
大
人
に
関
わ

る
肖
像
・
画
・
古
文
書
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

①
元
海
信
淵
翁
肖
像
（
紙
本
・
軸
装
）

②
海
鑓
之
写
真
二
枚
絵
）

③
水
虎
之
図
（
巻
物
）

④
佐
竹
藩
御
典
医
佐
藤
元
貢
先
生
年

頭
初
夢
之
伊
勢
神
宮
（
網
本
・
軸

装
）

以
下
順
次
、
紹
介
し
よ
う
。

元
海
信
淵
翁
肖
像

紙
本
・
軸
装
、
幅
四
十
二
糎
・
長
さ

九
十
三
糎
。
彩
色
を
も
っ
て
次
の
よ
う

な
肖
像
が
画
か
れ
て
あ
る
。
落
款
な
く

筆
者
は
不
明
で
あ
り
、
鑑
定
を
俟
た
れ

ば
な
ら
な
い
。

佐
藤
武
右
衛
門
家
相
伝
の

佐
藤
信
淵
大
人
に
関
わ
る
資
料

繩

海
鰭
之
写
真

用
紙
は
和
紙
、
地
黄
茶
色
。
墨
絵
。

幅
四
○
糎
、
縦
三
十
一
糎
。
海
錨
（
か

い
し
ゅ
）
と
は
、
鯨
の
異
名
。
次
の
よ

う
に
鯨
を
大
薔
し
、
右
上
部
に
付
記
が

あ
る
。

海
錨
之
写
真

噛
吻
（
し
ふ
ん
）
ア
リ
尾
端
マ
デ

凹
丈
四
尺

霧
（
ひ
れ
）
長
サ
八
尺
幅
六
尺

尾
判
之
幅
一
丈
四
尺

．
’
’
１
１
．
．
．
．
…
‐
齢
、
…
：
”
…
・
…
・
『
．
…

澁
谷
鑓
五
郎〈
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口
中
之
麟
（
れ
ふ
）
二
百
校
余
ア

リ

俗
一
一
籏
卜
云
足
山

肌
ノ
周
剛
大
概
身
ノ
腿
サ
ト
Ｎ

こ
の
鯨
絵
の
画
風
、
付
紀
の
飛
跡
と

も
に
僧
淵
大
人
の
筆
致
に
よ
く
似
て
お

り
、
偏
淵
大
人
の
自
乖
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。

氷
虎
之
図

用
紙
は
和
紙
、
地
黄
茶
色
。
水
虎
の

絵
は
、
淡
彩
色
。
横
長
の
巻
物
で
長
さ

四
米
七
十
一
櫛
、
縦
二
十
八
椀
。
水
虎

と
は
、
か
つ
ば
（
河
流
）
の
こ
と
。
か

つ
ば
の
絵
と
、
そ
の
形
状
を
次
の
よ
う

に
評
き
つ
ら
ね
て
あ
る
。
（
句
読
点
・

カ
ッ
コ
内
の
ふ
り
が
な
は
筆
者
の
注
、

一
部
を
省
略
し
た
）

水
戸
浦
よ
り
上
り
侯
河
童
、
丈
三
尺

五
寸
余
、
重
さ
拾
二
貰
目
有
之
、
殊
の

外
形
よ
く
目
方
有
之
、
河
中
に
て
赤
子

の
鳴
く
声
度
々
に
付
、
漁
師
は
船
に
て

乗
り
廻
り
児
山
候
処
、
河
底
に
何
之
故
、

綱
を
下
し
郁
々
致
候
所
、
色
々
蔵
棚
川

へ
夫
よ
り
網
を
引
廻
し
鰯
網
の
内
へ
十

四
瓦
正
人
侯
処
、
飛
出
赴
（
逃
げ
）
候

故
、
船
頭
ど
も
棒
・
樅
（
か
い
）
杯
（
な

ど
）
に
て
打
候
へ
ど
も
粘
り
付
、
一
向

に
應
（
こ
た
え
）
不
申
、
其
内
壱
疋
船

の
中
へ
飛
込
候
故
、
筥
（
箱
）
な
ど
押

つ
け
枕
上
よ
り
加
（
叩
）
き
打
殺
し
申

鰯 震
/鱒馳》

書

巴
迅
ｒ
ｊ
昨
乞

慰
候
節
迄
も
、
赤
子
の
啼
器
円
致
申
侯
、
打

殺
候
節
、
庇
を
こ
き
申
候
処
、
誠
に
臭

気
堪
へ
が
た
く
船
頭
杯
（
な
ど
）
後
に

煩
（
わ
ず
ら
い
）
叩
候
、
打
候
棒
柵
な

ど
両
ク
サ
キ
香
、
久
し
く
去
兼
申
侯
、

尻
の
穴
三
シ
有
之
申
侯
、
惣
躰
（
体
）

渦
（
ぬ
め
り
）
な
き
様
に
相
見
へ
申
候
、

庇
の
音
な
く
ス
ス
ス
と
斗
（
ば
か
り
）

申
候
、
打
候
へ
ば
胴
の
内
へ
首
八
分
程

人
申
候
て
、
胸
の
方
へ
強
く
出
て
背
む

し
の
如
く
に
御
座
侯
、
死
候
て
は
首
引

込
み
不
巾
候
、
當
地
に
て
度
々
楠
（
つ

か
ま
へ
）
し
物
（
荷
）
何
之
候
て
も
、

此
度
の
如
く
大
な
る
を
児
侯
邪
無
之
、

珍
敬
侯
間
縛
附
進
侯
以
上

東
流

権
平
次霧鼻

9戸

寛
永
年
中
（
一
六
二
四
’
一
」
ハ
Ⅲ
四
）

噛
後
の
同
（
大
分
雌
）
肥
川
（
日
Ⅲ
巾
）

に
て
取
候
図

右
水
虎
の
図
、
太
田
燈
元
よ
り
生
写

（
写
生
）
参
る
、
惣
身
水
苔
（
み
ず
こ

け
）
の
如
く
鍵
（
え
ら
）
は
ウ
ナ
ギ
（
鰻
）

の
ハ
ダ
（
肌
）
に
似
て
粘
柵
（
ね
ば
り

ぬ
め
り
）
多
く
、
頭
は
樫
欄
（
し
ゆ
る
）

の
毛
の
如
き
毛
あ
り
、
頃
（
い
た
だ
き
）

に
少
し
穴
あ
り

豪鍵蟹

霞
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河
茄
（
か
つ
ば
）
の
由
来

こ
い

此
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
○
）
Ｋ
月

Ⅱ
八
冊
の
似
に
て
止
股
伊
倒
守
正
〃
の

家
臣
平
野
Ⅲ
八
尚
悩
と
申
身
丈
六
尺
一
一
一

寸
、
惣
目
万
三
十
二
画
目
有
之
候
、
剣

柔
の
師
範
致
し
居
候
仁
、
御
堀
端
中
程

行
通
候
に
何
か
足
首
よ
り
足
駄
に
取
付

候
に
付
、
引
た
を
（
倒
）
さ
ん
と
す
る

故
、
路
こ
た
へ
灯
燈
（
て
い
と
う
Ⅱ
提

燈
Ⅱ
提
灯
Ⅱ
ち
ょ
う
ち
ん
）
に
て
兄
候

へ
ば
、
貞
胆
な
る
物
取
付
侯
に
付
、
庇

嫌
（
す
ぐ
さ
ま
）
収
ら
へ
（
柵
）
能
々

（
よ
く
よ
く
）
兄
侯
へ
ば
、
三
四
歳
の

小
児
の
如
き
者
に
て
、
ぬ
め
り
甚
し
く

背
臭
き
匂
ひ
致
し
候
、
足
な
ら
ん
河
童

な
る
か
と
存
、
能
々
摘
置
（
捕
置
）
お

の
れ
か
つ
ば
に
て
某
（
そ
れ
が
し
）
を

引
き
込
ん
と
す
る
も
の
な
る
べ
し
、
何

ぞ
汝
な
ど
に
負
べ
き
直
々
（
す
ぐ
す
ぐ
）

殺
し
呵
申
処
、
命
は
助
け
過
し
く
し
、 篝 麹
織

此
後
（
こ
の
あ
と
）
一
切
此
処
へ
出
て

小
児
又
は
往
来
の
人
を
引
込
邨
を
止
べ

き
や
と
因
果
を
ふ
く
め
た
れ
ば
、
河
耐

乎
を
つ
き
丸
く
成
て
只
卵
息
斗
（
ば
か

り
）
致
居
候
間
、
直
々
御
堀
へ
役
返
し

候
、
又
其
後
、
剣
術
弟
子
両
人
迎
立
（
つ

れ
だ
ち
）
御
堀
端
通
行
致
候
節
、
夜
五

ッ
時
（
午
後
八
時
）
頃
、
以
前
の
取
を

さ
へ
（
押
え
）
侯
場
所
に
て
黒
き
６
の

先
に
立
参
り
、
三
川
歳
の
小
児
と
お
ぼ

し
い
輝
を
か
け
、
一
虚
（
い
っ
し
ょ
）

に
可
参
山
巾
候
て
、
直
に
下
に
勝
り
礼

を
致
し
居
候
故
、
ふ
し
ぎ
と
存
、
一
一
一
人

Ⅲ
（
そ
ば
）
に
寄
り
見
ん
と
押
候
に
、

河
茄
様
の
も
の
に
間
迎
無
之
、
歯
を
む

き
出
し
笑
ひ
候
様
子
頻
（
し
き
り
）
に

礼
を
致
し
居
候
、
其
時
正
八
申
侯
は
、

此
間
（
こ
の
あ
い
だ
）
取
押
、
因
果
を

ふ
く
め
放
し
辿
し
候
故
、
只
今
此
礼
に

出
候
や
と
仔
候
と
両
人
の
弟
子
に
咄
候

間
、
三
人
灯
燈
に
て
兄
侯
間
少
も
不
助

勝
候
、
此
姿
弟
子
共
の
内
、
細
工
い
た

し
険
も
の
、
と
、
縮
図
い
た
し
河
瓶
は

其
側
御
堀
へ
飛
人
申
侯
則
ち
縮
図
右
と

皿
也

|`鰯驫、

霧：

此
図
熊
本
栄
川
典
信
ノ
地

川
太
郎

一
一
テ
取
、
長
サ

セ
寸
、
手
足
ノ

指
丘
ツ
ア
リ
、

瞳
ノ
如
ク
惣
身

一
一
細
キ
毛
ア
リ

カ
ッ
バ
江
戸
カ
ハ
タ
ロ
ウ
山
城

カ
ハ
ロ
但
馬

巻
物
の
末
尾
に
は
深
川
木
場
で
捕

っ
た
カ
ツ
．
ハ
。
栗
本
瑞
見
所
蔵
写
真
の

カ
ッ
パ
Ⅱ
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
六

蓼 穂零 wl11(鰊鰄、

信
淵
大
人
は
三
十
余
年
に
わ
た
る
諸

国
遊
歴
の
間
に
．
こ
う
し
た
〃
カ
ッ
パ
“

の
資
料
を
集
め
、
ま
た
贈
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

太
田
澄
元
、
栄
川
典
信
、
栗
本
端
見
、

伊
東
祐
呑
な
ど
の
名
が
旧
げ
ら
れ
て
あ

続
い
て
伊
東
祐
香
が
天
明
三
年
（
一

七
八
三
）
冬
十
一
月
に
画
い
た
カ
ッ
パ

の
絵
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
。

月
八
日
の
年
月
日
を
記
し
て
あ
る
が
、

捕
っ
た
と
き
か
、
画
い
た
と
き
か
、
何

れ
の
年
月
日
か
不
明
で
あ
る
。

一
鰄
蝋
総
繊
『
侭

鑛
評

深
川
（
江
戸
か
）
木
場
で
捕
っ
た
河
童

蝋
本
噛
且
所
蔵
写
瓜
の
河
倣

Ⅱ
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灘

る
か
、
栗
本
端
兄
は
宝
暦
六
年
二
七

五
六
）
生
れ
で
偏
淵
大
人
よ
り
１
三
歳

年
災
で
あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
の
医
打

で
本
峨
学
折
、
災
名
止
格
、
家
名
瑞
兄
、

丹
州
・
漁
州
と
ザ
し
、
の
ち
に
法
印
と

な
り
瑞
仙
院
と
称
し
た
。
綿
府
奥
御
医

師
で
あ
り
、
医
学
館
識
蒋
と
な
り
本
草

学
を
識
じ
薬
品
鑑
定
を
司
っ
た
。
数
多

く
の
斯
学
著
書
が
あ
り
、
特
に
動
物
に

関
す
る
も
の
が
多
い
。
天
保
五
年
二

八
三
四
）
没
、
七
十
九
歳
。
信
淵
大
人

は
十
六
年
後
の
鍋
水
三
年
（
一
八
丘
○
）

服
川
六
日
、
八
十
二
歳
の
天
埒
を
全
う

し
た
。

佐
竹
藩
御
典
医
佐
藤
元
武
先
生
年
頭

初
甑
之
伊
勢
神
宮
（
網
本
・
彩
色
画
）

幅
四
十
糎
、
縦
九
十
五
鰹
。
絵
は
佐

藤
元
貢
が
初
夢
に
み
た
伊
勢
神
宮
を
、

絵
師
に
画
か
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

桧
の
模
櫛
は
手
前
に
鳥
居
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
神
宮
が
樹
木
に
囲
わ
れ
て
建

ち
、
上
空
の
雲
間
か
ら
神
宮
に
霊
光
が

放
た
れ
、
神
気
に
身
の
引
き
し
ま
る
風

光
と
い
え
よ
う
。
落
款
は
「
秀
元
貞
信

証
圃
」
と
あ
る
・
佐
藤
元
貢
と
は
．

ど
ん
な
人
物
か
。
ま
た
腋
淵
大
人
と
の

側
わ
り
に
つ
い
て
、
略
系
を
．
不
し
述
べ

て
み
た
い
。

佐
麟
家
に
つ
い
て
は
、
彌
岡
髄
低
、
第

三
輯
「
佐
藤
煽
淵
大
人
の
二
人
名
跡
」

（
拙
著
）
に
詳
述
し
て
あ
り
、
そ
の
中

か
ら
元
貢
に
つ
い
て
抄
出
し
よ
う
。

佐
藤
家
三
十
五
代
信
景
は
、
佐
藤
家

「
家
学
」
三
代
目
の
継
承
者
で
医
師
、

雨佐
藤
家
路
系

〈
柵
化
一
一
小
昧
帆

ｌ
１
４

ｌ
ｈ
１
－

耐

尤
海

玄
珊
窩

附
胤
外
庵

ｌ
峨
季
ｌ
ｉ
１
個
淵
１
１
帖
昭

師
山
に
分
禦

：Ｎｉ

』(も－
１［Ｌ
，ｈｌｌ

戸「－－－

イｉｌ武

徴|#＃

'':'''1,`ｌｌｉｌＭ
－ｌｉ９１の

￣ＩｌｍｌｉＢ

Ｍ」ｌｉｒ
’巌

八
’ｎ

ｉ４１

ＬＷ将

命
ｌ＜－

’ノし

・娘jIIリ

八一
ｈｌｌＬ

ＩＪＡ

ｌｌＭ|“
人－

１：へ

３９

(''1〃
耐ノＬＬ,』

曰｢---￣

''１

〃

典
１
１
１
所
辨
ｌ
瀧
一
蝿
（
鯵
隅
）

、
川
占
太
郎
典

佐
鯨
本
求
鱗
状

ｒ
’
八
八
公
一
郎

ｋ
ｌ
Ｉ
雌
諭

佐
々
木
⑩
松
挫
脇
翻
察
名
跡
仰
関

腿
政
、
鉱
山
挙
行
で
あ
る
。
伯
脳
の
後

継
打
は
式
服
、
血
仙
と
号
し
た
眼
科
の

名
医
。
式
服
の
弟
偲
乍
は
郡
山
〈
雄
勝

郡
羽
後
町
）
に
分
家
し
た
が
、
家
学
の

四
代
目
を
継
承
し
た
。
農
、
漁
へ
鉱
山

学
者
で
あ
る
。
そ
の
罰
子
が
信
淵
大
人

で
、
佐
藤
家
五
代
目
の
家
学
を
大
成
し

た
大
学
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。

へ
ｕ
７
Ｄ
ｉ
Ⅲ “

､１Ｊ

さ
て
元
貸
で
あ
る
が
、
元
貢
は
医
名

芯
の
り
と
つ
み
よ
う
い
み
竃
の
り
⑨
０

で
、
名
乗
（
実
名
・
謙
）
は
式
如
で
あ
る
。

上
武
は
十
六
歳
の
と
き
江
戸
の
伝
淵
大

人
に
医
術
を
学
び
、
さ
ら
に
眼
科
の
良

医
に
就
き
奥
旨
を
極
め
州
国
し
名
薩
の

名
を
高
く
し
た
。
そ
の
名
声
を
Ⅲ
知
し

た
佐
竹
藩
に
招
か
れ
文
政
五
年
二
八

二
二
）
七
月
、
久
保
田
城
下
に
移
っ
た
。

時
に
三
十
二
歳
。
父
の
長
栄
も
同
行
し
、

文
政
七
年
九
月
久
保
田
に
没
し
（
六
十

九
歳
）
城
下
の
寺
院
、
寺
町
鱗
勝
院
に

葬
ら
れ
た
。

式
如
は
久
保
川
城
下
へ
の
移
妬
に
際

し
西
脇
行
内
（
雄
勝
郡
羽
後
町
）
の
家

腿
倣
・
噛
蕊
等
の
行
理
を
分
家
し
た
叔

父
の
武
右
衛
門
（
耐
家
・
武
志
と
も
い

う
）
に
委
任
し
た
と
い
う
。
し
か
し
父

の
長
栄
を
久
保
田
城
下
の
寺
に
葬
り
、

己
れ
ま
た
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
八

月
、
江
戸
に
あ
っ
て
ヒ
ト
二
歳
で
没
し
、

同
地
の
総
泉
寺
に
葬
ら
れ
た
。

先
祖
代
々
の
涛
捉
所
費
泉
呼
（
内
応

肝
内
）
に
納
什
ま
た
は
分
什
な
ど
の
弗

祀
も
な
く
、
ま
た
冴
脇
も
な
い
観
点
か

ら
し
て
、
久
保
田
へ
の
仕
官
転
勝
は
水

久
の
移
転
に
し
て
、
武
右
衛
門
へ
の
家

屋
敷
、
城
基
の
委
任
と
い
う
の
は
、
い

わ
ゆ
る
委
任
と
は
か
な
り
か
け
は
な
れ

た
も
の
で
、
む
し
ろ
譲
渡
と
い
っ
た
形

態
の
よ
う
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
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元
貢
は
本
科
に
転
じ
藩
主
の
侍
医
に

昇
格
し
典
薬
・
医
学
頭
の
役
職
を
兼
務

し
た
。
元
貢
の
死
去
は
述
べ
た
が
、
彼

ｔ
ひ
ら
よ
し
：
よ
し
だ
か

は
佐
竹
藩
主
幾
厘
．
鍵
睦
・
義
尭
の
一
二

代
に
仕
え
た
。
元
貢
に
子
な
く
、
末
弟

２
ｔ

の
貞
寿
を
謎
子
と
し
た
。
貞
寿
は
医
名

の
り
↑

元
仙
、
実
名
を
式
磁
と
名
乗
っ
た
。

式
租
は
養
父
（
実
兄
）
元
貫
に
引
き

続
き
、
藩
主
の
侍
医
を
勤
め
た
。
藩
の

医
学
館
の
役
職
、
本
草
会
頭
・
医
学
頭

へ
と
昇
進
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
四
年

二
八
七
二
七
月
の
廃
藩
磁
県
に
よ

っ
て
、
彼
の
迦
命
は
意
外
な
方
向
へ
と

転
じ
た
。
時
に
六
十
二
歳
、
当
時
と
し

て
は
、
か
な
り
の
老
体
。
藩
主
の
侍
医

と
い
う
環
境
か
ら
町
医
者
へ
の
転
換
も

お
ぼ
つ
か
ず
、
大
い
に
動
転
し
た
で
あ

ろ
う
。
今
や
失
業
の
身
と
な
っ
た
式
檀
、

第
一
に
考
え
た
の
は
祖
先
の
地
に
一
民
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
家
・
屋
敷
の

管
理
を
委
任
し
て
あ
っ
た
筈
の
武
右
術

門
に
、
そ
れ
の
返
還
を
要
求
し
た
。
武

右
衛
円
家
は
武
吉
の
曾
孫
、
英
吉
の
代

に
な
っ
て
い
た
。
何
せ
五
十
年
以
前
に
、

両
家
の
先
代
や
先
祖
の
取
り
決
め
た
こ

と
で
、
そ
の
当
時
の
当
耶
者
で
な
い
両

者
の
交
渉
は
委
任
か
謹
渡
か
の
問
題
で

話
は
こ
じ
れ
た
。

式
麗
の
返
還
要
求
に
対
し
武
右
術
門

は
「
わ
が
家
は
五
十
年
こ
の
か
た
佐
藤

家
先
祖
代
々
の
墳
墓
を
供
養
し
続
け
た
。

こ
の
間
貴
殿
の
家
で
は
二
代
に
わ
た
っ

て
当
主
等
が
死
没
し
て
い
る
。
し
か
る

に
祖
先
以
来
の
墳
墓
に
葬
る
こ
と
も
な

く
、
菩
提
寺
に
何
ら
の
挨
拶
も
な
い
。

ま
た
先
祖
の
供
謎
・
城
墓
を
か
え
り
み

る
こ
と
な
く
五
十
年
こ
の
か
た
等
閑
に

ふ
し
て
い
る
。
わ
が
家
は
一
切
の
家
政

（
家
・
屋
倣
・
墳
墓
等
の
管
理
）
を
維

持
継
承
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
当
方

こ
そ
宗
家
で
、
趾
家
は
宗
家
を
放
棄
し

久
保
田
へ
転
居
し
た
に
等
し
い
も
の
で
、

返
還
の
要
は
な
い
」
と
突
っ
ぱ
ね
た
。

と
て
も
勝
負
に
な
ら
な
い
と
判
断
し

た
式
組
は
、
返
還
要
求
を
断
念
し
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
も
っ
て
佐
藤
家
の
宗

家
は
、
引
き
続
き
武
右
衛
円
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
式
麗
死
し
て

墳
墓
な
く
平
鹿
郡
谷
地
新
田
（
十
文
字

町
）
の
佐
々
木
昭
松
に
嫁
し
た
姉
の
家

の
墓
地
に
葬
ら
れ
、
式
埴
の
後
継
者
字

一
郎
（
彩
信
）
は
秋
田
市
寺
町
の
航
泉

寺
を
葬
所
と
し
た
。

こ
れ
と
は
う
ら
は
ら
に
武
右
衛
門
家

は
、
今
も
っ
て
祖
先
の
墳
墓
・
菩
提
寺

を
繊
持
す
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

狩
野
氏
秀
元
貞
掴
と
は

佐
麟
元
貢
初
夢
の
伊
勢
神
宮
を
画
い

た
画
人
、
狩
野
秀
元
貞
信
に
触
れ
て
お

こ
う
。
秀
元
は
画
号
、
貞
信
は
実
名
（
名

衲

乗
）
。
秀
水
の
門
下
に
し
て
、
そ
の
後

継
者
と
な
っ
た
。

狩
野
秀
水
は
寛
政
二
七
八
九
ｌ
）

・
文
化
（
’
一
八
一
七
）
頃
の
人
、
佐

竹
藩
江
戸
邸
の
抱
え
絵
師
、
江
戸
の
人
、

佐
竹
九
代
藩
主
義
和
の
画
師
と
な
り
、

義
和
の
画
技
を
大
成
さ
せ
た
。
生
没
不

明
で
あ
る
が
、
弟
に
菅
原
洞
斎
二
七

七
二
’
一
八
二
一
）
が
い
る
。

蒼
雪
庵
・
束
桜
山
人
・
由
明
・
宗
眠

と
号
し
、
実
名
は
求
信
。
画
技
の
み
な

ら
ず
、
和
歌
を
も
能
く
し
た
。
文
化
十

一
年
二
八
一
四
）
の
那
珂
碧
蝋
、
淀

川
盛
品
執
乖
「
羽
州
秋
田
風
俗
間
状
答
」

の
挿
絵
を
渡
辺
洞
昌
と
と
も
に
担
当
し

た
。門
下
に
狩
野
秀
東
（
横
手
戸
村
家
に

と
せ
ん

仕
え
た
）
、
五
十
嵐
議
仙
（
桧
山
多
賀

谷
家
に
仕
え
た
）
な
ど
が
い
る
。
文
化

七
年
二
八
一
○
）
十
月
、
五
人
扶
持

金
五
両
を
袷
さ
れ
た
。
画
家
の
後
継
者

は
、
概
し
て
門
人
か
ら
選
ぶ
の
が
多
い
。

門
下
の
秀
元
を
養
子
と
し
た
。

秀
元
は
貞
信
斎
と
号
し
、
二
世
蒼
雪

庵
と
も
呼
ば
れ
た
。
生
没
不
明
な
る
も

同
円
の
五
十
嵐
識
仙
は
慶
応
元
年
二

八
六
五
）
七
十
三
歳
で
没
し
て
い
る
か

ら
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
で
あ
ろ
う
。

き
わ
め
て
評
伝
に
乏
し
い
人
な
の
で
、

そ
の
詮
索
は
今
後
に
俟
允
ね
ば
な
ら
な

碑

い
ｏ信
淵
大
人
の
資
料
が
な
ぜ
武
右
衛
門

家
に
相
伝
さ
れ
た
か

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
武
石
衛
門
家

の
現
当
主
で
あ
る
信
義
氏
の
母
ト
ミ

（
穂
）
さ
ん
は
、
Ⅲ
い
て
い
な
い
と
い

う
。
資
料
は
、
現
に
厨
さ
ん
が
保
管
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
は
、
疵
者

の
推
測
で
あ
る
。

佐
藤
元
貢
が
西
脇
音
内
の
生
家
か
ら

江
戸
の
信
淵
大
人
の
も
と
へ
勉
学
に
出

た
の
は
、
文
化
三
年
二
八
○
六
）
十

六
歳
の
と
き
で
あ
る
。
と
き
に
信
淵
大

人
は
、
三
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
元
貢
が

佐
竹
藩
に
仕
官
し
た
の
は
文
政
五
年
二

八
二
二
）
七
月
、
と
き
に
三
十
二
歳
。

元
貢
が
江
戸
か
ら
帰
郷
し
た
年
は
、
は

っ
き
り
し
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
前
出

し
た
各
資
料
は
、
元
貢
が
佐
竹
藩
に
仕

官
す
る
文
政
五
年
以
前
に
所
有
し
て
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
の
う

ち
年
号
を
記
し
て
あ
る
の
は
、
水
虎
の

図
で
あ
る
。
同
図
に
は
寛
政
年
中
二

六
二
四
－
一
・
六
四
四
）
天
明
三
年
（
一

七
八
三
）
、
瓦
政
二
年
二
七
九
○
）
、

文
政
三
年
二
八
二
○
）
な
ど
の
年
号

が
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
元
画
は
、
文
政
三
年
以

前
に
帰
国
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
信

淵
大
人
の
肖
像
画
や
、
大
人
の
醤
か
れ
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た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
難
の
図
、
水
虎

の
図
な
ど
は
、
信
淵
大
人
か
ら
拝
価
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
初
夢
の
伊
勢
神
宮

な
ど
は
、
江
戸
に
あ
っ
た
と
き
佐
竹
藩

江
戸
邸
抱
え
絵
師
の
狩
野
秀
元
（
貞
唇
垣

に
夢
を
語
り
画
い
て
も
ら
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

佐
竹
藩
仕
官
に
よ
っ
て
久
保
田
城
下

へ
転
居
す
る
と
き
元
貢
は
、
仕
官
に
よ

る
必
要
書
類
を
憐
え
他
は
家
に
残
置
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
出
資
料
な
ど
は
、

手
許
に
樋
か
な
く
と
も
藩
公
へ
の
御
奉

公
に
差
支
え
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
医

晋
・
系
図
等
は
、
必
菰
の
記
録
で
あ
る

か
ら
携
行
は
当
然
の
こ
と
。

廃
藩
に
よ
っ
て
元
頁
の
養
嗣
子
式
縄

は
、
本
質
地
に
戻
れ
ず
流
浪
の
あ
げ
く

死
亡
し
た
。
元
貸
の
久
保
田
転
居
後
、

佐
藤
宗
家
と
し
て
代
を
砥
ね
た
武
右
衛

門
の
も
と
に
は
、
前
記
資
料
の
み
な
ら

ず
信
淵
大
人
に
関
わ
る
多
く
の
物
が
、

次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
。

秋
田
魁
新
報
（
昭
和
調
・
８
．
”
）
所
城

「
秋
田
県
の
偉
人
佐
藤
信
淵
先
生
の
子

孫
が
由
利
郡
笹
子
村
（
鳥
海
町
）
に
い

る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど
矢

島
郷
土
史
学
会
菊
地
陸
太
郎
氏
Ⅱ
矢
島

,

彌
小
学
校
教
頭
Ｉ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
同

村
に
現
住
し
信
淵
先
生
目
兼
の
絵
が
秘

蔵
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
り
話
題
と
な

っ
て
い
る
。
」

「
子
孫
は
現
在
笹
子
村
上
笹
子
字
町
で

旅
館
業
を
営
ん
で
い
る
佐
藤
ト
ミ
さ
ん
。

佐
藤
家
は
代
々
雄
勝
郡
西
馬
音
内
に
住

ん
で
い
た
が
、
明
治
に
は
い
っ
て
佐
藤

石
太
郎
氏
が
当
時
笹
子
村
の
八
た
ば
ね

ま
ち
鉱
山
ｖ
が
盤
ん
な
こ
ろ
鉱
山
相
手

の
商
業
の
た
め
笹
子
村
に
移
住
、
の
ち

鉱
山
が
す
た
れ
多
く
の
人
々
が
離
散
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
家
は
永
住
し
た

と
い
う
。
そ
の
後
、
信
太
郎
、
州
一
、

信
義
と
四
代
を
経
て
い
る
が
、
同
家
の

語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
岐
近
ま
で
信
淵

の
使
っ
た
玩
具
・
道
具
・
書
類
な
ど
多

く
残
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
信
淵
先

生
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
見
ら
れ
て
い
る
。
」

「
ま
た
同
家
に
伝
わ
る
偏
淵
の
遺
物
の

う
ち
「
河
童
絵
図
』
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
秘
蔵
さ
れ
て
正
月
以
外
は
絶
対
に
出

さ
な
か
っ
た
も
の
で
『
水
虎
の
図
』
と

称
す
る
巻
物
一
巻
で
あ
る
。
」

「
こ
れ
は
信
淵
先
生
が
諸
国
を
旅
行
す

る
う
ち
に
聞
き
知
っ
た
話
に
想
像
を
加

え
て
描
い
た
も
の
で
、
水
戸
浦
か
ら
ｆ

つ
た
水
虎
、
太
田
澄
元
か
ら
聞
き
と
っ

た
図
、
河
童
の
由
来
、
そ
れ
ぞ
れ
お
も
し

雨
ろ
い
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
河
亜

二
十
変
体
が
色
彩
で
描
か
れ
て
あ
る
。
」

「
こ
の
絵
図
は
東
京
博
鈴
粥
か
ら
も
再

々
出
品
を
す
す
め
ら
れ
た
が
拒
絶
し
、

同
家
第
一
の
遺
品
と
し
て
秘
蔵
し
て
い

た
も
の
で
、
他
に
「
鯨
の
絵
図
」
も
保

存
さ
れ
て
い
る
。
」

「
△
菊
地
陸
太
郎
氏
の
話
Ⅱ
鯨
の
絵
な

ど
は
信
淵
の
画
風
、
筆
跡
も
非
常
に
よ

く
似
て
お
り
自
乖
に
間
違
い
な
い
と
思

う
。
河
童
の
絵
は
、
特
に
珍
し
い
も
の

だ
。
」

と
、
当
時
の
新
聞
で
報
導
さ
れ
た
。

河
童
絵
図
が
信
淵
大
人
の
自
筆
か
否

か
は
、
い
ま
に
わ
か
に
断
じ
が
た
い
が

玩
具
、
道
具
等
は
、
信
淵
大
人
の
生
家

が
無
人
廃
屋
と
な
っ
た
と
き
、
本
家
で

保
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て

信
淵
大
人
に
関
わ
る
資
料
は
、
武
右
衛

門
の
保
管
所
有
に
帰
し
た
。

武
石
衛
門
家
は
「
佐
藤
家
略
系
」
で

系
し
た
よ
う
に
、
五
代
目
が
石
太
郎
。

石
太
郎
は
こ
う
し
た
資
料
を
整
理
し
た

よ
う
で
あ
る
。
水
虎
之
図
の
巻
頭
に
紙

．
‐
‐
．
埒
．
．
、
．
眠
‐
．
｛
・
蕊

△
■
Ｄ
孔
■
■
■ ｉｓ軒

ト
ミ
（
富
）
さ
ん
は
、
州
一
（
昭
和

〃
・
加
・
田
死
去
）
の
妻
。
家
伝
の
諸

品
は
男
子
の
当
主
に
伝
え
ら
れ
、
家
系

の
由
来
は
折
に
ふ
れ
て
の
断
片
話
を
聞

い
た
の
み
。
夫
は
若
く
し
て
亡
く
な
り

富
さ
ん
は
家
伝
の
諸
品
・
資
料
・
家
の

由
来
等
を
詳
し
く
知
る
由
も
な
く
家
計

・
育
児
に
専
念
し
た
。
こ
の
項
の
初
め

に
「
ト
ミ
（
富
）
さ
ん
は
聞
い
て
い
な

い
」
と
誌
し
た
ゆ
え
ん
は
、
こ
う
し
た

事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

新
聞
記
事
や
筆
者
の
推
測
等
を
は
さ

ん
で
、
信
淵
大
人
の
資
料
が
武
右
衛
門

家
に
相
伝
さ
れ
た
事
情
の
概
略
を
紹
介

し
た
。

質
の
異
な
る
和
紙
を
は
り
つ
け
、
次
の

よ
う
に
誌
し
て
あ
る
。

ま
た
佐
藤
元
貢
の
「
初
夢
の
絵
」
は
、

元
頁
の
江
戸
修
業
中
の
も
の
か
と
推
察

し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
う
な
れ
ば
「
佐

竹
藩
の
御
典
医
」
以
前
の
画
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
右
と
同
じ
頃
、
石
太
郎
の
注
記

に
よ
る
も
の
の
よ
う
だ
。
何
れ
に
し
て

も
こ
の
註
記
は
、
元
貢
の
杏
い
た
も
の

で
な
く
後
年
に
誌
し
た
も
の
と
み
た
い
。
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平
田
錬
胤
が
父
篤
胤
の
没
後
に
ま
と

め
た
『
大
墾
君
御
一
代
略
記
』
に
は
、

「
弘
化
二
年
乙
巳
三
月
、
白
川
神
祇
伯

王
殿
ヨ
リ
、
父
君
御
一
世
ノ
学
業
ヲ
称

美
シ
玉
ヒ
テ
、
神
霊
能
真
柱
大
人
卜
云

う
謹
号
ヲ
贈
ラ
レ
、
ハ
タ
霊
神
ノ
称
号

ヲ
聴
リ
玉
フ
。
」
と
あ
り
、
贈
号
の
年
月

に
つ
い
て
は
、
伝
記
等
研
究
書
の
ほ
と

ん
ど
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
鋳
胤
自
身
の
書
簡
に
よ
れ
ば
些
か

事
悩
が
異
な
る
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
書
簡
は
次
の
如
く
。

一
筆
致
啓
上
侯
秋
冷
之
節
御
座
／
侯

得
共
愈
御
安
全
被
成
御
揃
珍
重
／
奉

存
侯
然
者
今
般
従
／
神
祇
伯
王
様
亡

父
在
世
中
勤
学
／
之
功
労
被
為
思
召

霊
神
号
賜
之
／
神
霊
能
真
住
大
人
と

可
相
唱
称
辞
／
を
も
被
為
加
殊
一
一
右

霊
号
／
伯
王
様
御
染
筆
被
成
下
候
條

於
／
私
重
畳
難
有
仕
合
奉
存
候
此
段

／
御
吹
聴
申
進
侯
御
同
慶
可
被
下
候

右
／
為
可
得
御
定
如
斯
御
座
侯
恐
慎

済
々
／
九
月
十
四
日
平
田
内
蔵
介

以
上
を
も
っ
て
こ
の
稿
を
終
え
る
が
、

あ
く
ま
で
資
料
の
紹
介
で
あ
っ
て
、
ね

が
わ
く
ば
断
界
の
慧
眼
を
も
っ
て
の
研

究
・
鑑
定
を
待
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

神
霊
能
真
柱
大
人

霊
神
号
拝
受
の
時
期
に
つ
い
て

／
菅
井
正
八
様
／
東
海
林
万
蔵
様
／

小
谷
部
甚
左
衛
門
様
／
尚
々
右
霊
号

者
先
月
廿
一
日
京
都
／
御
差
立
一
一
而

当
月
十
日
拝
受
仕
候
巳
上
／
又
申
侯

桜
田
石
古
川
両
子
ヲ
始
〆
／
其
外
御

懇
志
之
衆
中
ヘ
ハ
御
序
之
剛
／
宜
御

通
声
被
下
度
奉
存
候
以
上

（
秋
田
市
小
谷
部
敬
治
氏
所
蔵
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
八
月
二
十
一
日
が
脳
号

の
発
せ
ら
れ
た
日
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

略
記
に
は
ま
た
「
文
久
二
年
壬
戌
正
月
、

改
メ
テ
霊
社
号
ヲ
贈
り
玉
フ
。
」
と
も
あ

る
が
、
杏
簡
の
内
容
と
は
月
日
が
異
な

っ
て
い
る
。
で
は
こ
の
書
簡
の
認
め
ら

れ
た
年
は
何
時
な
の
か
。
天
保
十
四
年

と
仮
定
し
て
み
る
。
こ
の
年
鏑
胤
は
六

月
十
九
日
に
は
秋
田
に
参
着
し
た
。
父

篤
胤
が
「
七
月
ノ
中
頃
ヨ
リ
、
病
玉
フ

処
ア
リ
テ
」
（
略
記
）
と
次
第
に
病
が

重
く
な
っ
て
い
る
。
鋳
胤
は
こ
の
燗
態

に
お
い
て
万
一
の
事
を
考
慮
し
て
、
神

祇
伯
家
に
贈
号
を
願
っ
て
い
た
結
果
の

事
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
結
局
十
日

に
受
け
た
が
、
翌
日
夜
に
は
遂
に
没
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
あ
わ
た
だ
し
さ
に
よ

り
、
門
人
懇
志
等
に
は
十
四
日
の
通
知

に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
然
し

な
ぜ
、
錬
胤
自
身
が
略
記
に
こ
れ
を
記

述
し
な
か
っ
た
の
か
。
依
然
と
疑
問
は

残
る
。

（
齊
藤
壽
胤
）

緑

研
究
活
動

＊
「
雷
風
義
塾
趾
」
齊
聴
涛
胤
橘
「
鶴
田
文

化
」
第
四
弓
陀
・
血
・
別
秋
田
市
文

化
団
体
連
盟

＊
研
究
発
表
「
小
野
崎
迦
亮
の
神
道
観
ｌ
篤

胤
と
通
亮
の
幽
冥
思
想
考
ｌ
」
齊
藤
壽
胤

陀
。
吃
・
６
神
道
宗
教
学
会
第
四
十
一

回
学
術
大
会
国
学
院
大
學

＊
研
究
発
表
「
新
国
学
の
再
考
ｌ
神
道
神
学

と
し
て
の
国
学
の
可
能
性
」
齊
鱗
壽
胤

“
・
肥
・
路
研
究
調
査
委
員
会
研
究
会

＊
「
雷
風
義
塾
と
平
田
古
道
学
」
「
平
田
篤

胤
と
佐
藤
信
淵
の
学
問
と
砺
蹟
」
齊
藤
涛

胤
橘
「
彌
高
神
社
外
伝
」
澁
谷
鐡
五
郎

稿
「
佐
藤
偏
淵
大
人
追
贈
余
談
」
桐
原

善
雄
稲
「
研
究
所
報
」
二
号
的
・
肥

・
認

＊
コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
識
侭
「
平
田
古

道
学
と
民
間
信
仰
」
齊
藤
露
胤
餌
・
岨

・
釦
秋
田
県
生
涯
教
育
セ
ン
タ
ー

《

＊
的
・
岨
・
川
佐
藤
信
淵
祭
参
列
羽
後

町
西
馬
音
内
生
誕
碑
前

＊
㈹
・
伽
・
羽
研
究
所
報
第
２
号
発
行

＊
閉
・
３
．
配
第
八
回
研
究
調
査
委
員
会

＊
㈹
・
川
・
羽
第
九
回
平
田
篤
胤
佐
藤
信

淵
両
大
人
関
係
資
料
展
彌
高
神
社
斎
館

十
日
間

＊
㈹
・
肥
・
加
平
田
篤
胤
奥
基
説
明
板
新

設
秋
田
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
課

＊
鯛
・
肥
・
川
第
九
回
研
究
調
査
委
員
会

‐
・
軒
．
‐
典
瀞
、
鞄
．
．
』

‐
．
｜
敬
難
蕊
‐
》
．
》
‐
．
‐
．
：

ど
形
．
銘
．
’
．
藻
‐
里
．
．
．
‐
夢
．
．
‐
弔
翰
・
歯
‐
毎
・
坤
蕊
．
，
‐
咄
騨
．
鐘
・
町

一べ鐡筑總翻（醗甑熟簿一一一
日
也
冒
‐

□
神
道
宗
教
学
会
研
究
例
会
報
告
（
七
月
）

神
保
郁
夫
「
平
田
篤
胤
と
天
御
中
主
神
信

仰
」
研
究
発
表
・
鯆
胤
の
天
之
御
中
主
神
信

仰
の
変
化
過
程
を
「
古
史
側
』
草
稿
本
と
版

本
等
を
比
校
研
究
。
篤
胤
の
神
学
論
を
説
く
。

＊
研
究
講
話
「
篤
胤
の
霊
学
と
日
本
民
俗
学
」

齊
藤
壽
胤
岡
・
脇
・
屹
彌
高
神
社
例
祭

＊
研
究
識
話
「
西
洋
学
と
信
淵
の
学
問
」
齊

藤
壽
胤
鯛
・
腕
・
泌
信
淵
大
人
生
墾
祭

＊
神
道
宗
教
学
会
七
月
例
会
印
・
７
．
認

齊
藤
爵
Ⅲ
出
席
・

＊
研
究
誠
括
「
平
田
篤
胤
の
躯
蹟
に
つ
い
て
」

澁
谷
鐘
五
郎
田
・
肥
・
塾
篤
胤
大
人
墓

前
生
誕
祭

新
収
資
料

平
田
大
人
久
延
昆
古
画
騰
摺
物
軸

佐
藤
信
淵
肖
像
画
漢
詩
賛
（
複
製
）

川
越
Ⅲ
国
研
究
圃
査
委
貝
寄
剛
資
料
橿
要
目

録
（
閃
・
肥
。
ｕ
現
在
総
点
数
）

図
嘗
資
料
洋
装
本
六
二
三
点

和
装
本
二
四
○
点

寒
松
館
稲
川
得
斎
先
生
遺
蔵
替
並
目
録

一
四
四
点

古
文
轡

一
点

稿
本
複
写
資
料

一
二
八
点

研
究
・
調
査
ノ
ー
ト

二
三
点

拓
本

一
点

関
係
資
料
調
査
写
真
帖

三
点

同
ガ
ラ
ス
版
ネ
ガ

八
八
点

研
究
資
料
目
録
カ
ー
ド
（
二
○
○
○
枚
）二
点

研
究
ノ
ー
ト
用
印

一
二
一
点

計
一
三
七
四
点


