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「
序
言

平
田
篤
胤
の
筵
嗣
子
銚
胤
の
ま
と
め

『
ｌ
守

た
『
大
堅
君
御
一
代
略
記
』
の
蝦
後
部

に
拠
れ
ば
、
鯆
胤
の
「
許
述
文
井
、
凡

百
余
部
、
巻
数
千
巻
一
一
近
カ
ル
ベ
シ
」

と
し
て
、
生
涯
に
お
い
て
著
し
た
も
の

を
概
説
し
て
い
る
。
こ
の
略
記
は
年
代

を
追
っ
た
履
歴
に
あ
た
る
も
の
と
著
述

の
成
稿
を
は
じ
め
、
板
行
に
つ
い
て
も

剛
成
り
の
と
こ
ろ
ま
で
記
述
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
大
半
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
ｏ

そ
の
著
述
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に

拠
る
と
「
暇
ア
ラ
バ
脊
述
ノ
系
図
ヲ
課

ク
可
シ
ト
モ
寛
ヘ
リ
キ
」
と
さ
れ
、
「
学

ビ
」
「
道
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
襖

す
こ
と
な
く
著
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ

が
成
立
す
る
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
時

と
場
合
に
従
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、

「
唯
不
意
一
一
著
述
ノ
成
レ
ル
ト
云
ウ
コ
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/所)ト
ハ
無
キ
理
ナ
リ
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
「
系
図
ア
ラ
バ
大
一
一
便

宜
シ
カ
ル
ベ
キ
ヲ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

砿
か
に
著
述
の
成
立
に
つ
い
て
は
著

述
そ
の
も
の
の
内
雰
に
お
け
る
思
考
も

然
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
成
稿
に
至
る

動
機
や
思
想
も
極
め
て
亜
要
な
点
で
あ

り
、
む
し
ろ
強
い
意
志
が
働
い
て
い
た

こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
銚
胤
は
ま
た

こ
の
略
記
に
お
い
て
削
注
を
し
て
述
べ

る
に
、
「
世
一
一
鈴
屋
大
人
ノ
著
諜
バ
カ

リ
文
字
道
ヒ
ノ
正
シ
ク
、
躰
裁
ノ
宜
キ

ハ
行
ル
コ
ト
無
キ
ヲ
、
猶
其
上
ニ
モ
、

正
字
ヲ
多
ク
用
ヒ
テ
仮
字
諜
ヲ
省
キ
、

紙
貝
ヲ
少
ク
シ
テ
桜
木
ノ
災
ヲ
減
ジ
、

造
化
ノ
功
徳
ヲ
坊
ゲ
ジ
ト
、
勉
メ
テ
著

述
シ
玉
へ
ル
コ
ト
ナ
ペ
人
方
ノ
人
ノ

十
巻
ハ
、
大
抵
三
四
巻
、
若
ク
ハ
五
六

巻
一
一
ハ
書
取
彊
へ
ベ
ケ
レ
パ
、
百
余
部

句

門
。
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’
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近
世
の
脚
学
者
が
特
に
好
ん
で
つ
か

っ
て
い
た
文
体
に
「
擬
古
文
体
」
が
あ

る
。
擬
古
文
体
は
、
古
代
の
文
体
即
ち

平
安
時
代
の
歌
や
文
章
を
模
施
と
し
て

作
る
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
美
的
評
価

が
高
い
「
雅
文
」
と
別
称
さ
れ
る
由
縁

ノ
著
禅
ハ
、
Ⅲ
ノ
人
ノ
千
部
一
一
そ
対
フ

ベ
シ
ト
想
う
卜
云
リ
。
此
ハ
英
一
一
然
ル

ベ
シ
」
と
あ
る
。
何
よ
り
も
著
述
に
生

命
を
賭
し
て
き
た
と
も
い
え
る
鰯
胤
の

一
曲
が
強
調
さ
れ
て
い
よ
う
。

そ
こ
で
、
著
述
の
成
立
「
系
図
」
（
成

立
要
因
）
や
内
容
に
お
け
る
苔
察
も
極

め
て
砺
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
本
穂
で

は
と
り
あ
え
ず
表
現
し
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

表
記
文
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筋
胤
の

幹
作
物
に
お
け
る
文
体
、
文
竜
体
裁
は

勿
論
思
考
性
を
端
的
に
表
出
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
成
並
の
豆
関
竺

や
平
田
古
道
学
思
想
と
無
関
係
で
は
な

い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

二
、
近
世
国
学
者
の
擬
古
文
体

目
次

平
田
篤
胤
の
和
文
体
の
思
考

稗

側
面
か
ら
見
た
平
田
篤
胤
と
後
篭
の
親
元
山
崎
家
に
つ
い
て
桐
凝

平
田
爾
胤
「
普
簡
」
「
和
魂
漢
才
」

佐
藤
信
淵
の
著
書
は
現
在
何
処
に
蔵
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
川

《’

の
文
体
で
も
あ
る
。
擬
占
文
は
中
古
の

文
学
性
を
祇
極
的
に
と
り
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
研
の
か
か
っ
た
一
種

艶
的
文
策
と
な
り
、
こ
れ
を
用
い
る
こ

と
に
は
文
章
を
楽
し
ん
だ
風
も
窺
え
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
近
世
の
随
飛
文
学

に
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
擬
古
文
体
は
普

通
説
得
力
の
弱
さ
が
指
適
さ
れ
、
論
述

文
に
．
は
む
か
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
ｏ

倒
学
皆
の
巾
で
擬
汽
文
体
を
つ
か
っ

た
背
は
、
賀
茂
奥
州
、
村
、
祥
海
、
加

藤
千
隣
、
本
居
宣
長
な
ど
が
代
爽
的
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
賀
茂
真
淵
に
よ
っ
て

定
形
化
さ
れ
、
本
属
宣
長
に
よ
っ
て
完

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
完
成
に
あ
た
る
汽
長
は

擬
古
文
体
ば
か
り
で
は
な
く
、
仮
名
遣

い
に
つ
い
て
も
無
関
心
で
は
な
く
、
一
燭
字

音
仮
字
用
梼
』
を
著
わ
し
、
そ
れ
以
前

に
国
学
の
濫
鰯
期
に
あ
た
る
契
沖
も
ま

た
『
和
字
正
濫
妙
」
で
仮
名
遺
い
の
艦

れ
た
る
を
正
す
意
と
し
て
、
平
安
時
代

中
期
以
前
の
古
代
文
献
の
用
法
に
拠
る

趣
Ⅲ
月
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仮
名
適
い
を
画
徹
し
て
い
た
こ
と
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
仮
名
遮
い
も

ま
た
国
学
の
尚
古
的
剛
念
に
お
い
て
一

環
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
枇
の

擬
古
文
体
成
立
に
お
い
て
は
古
代
仮
名

適
い
の
こ
の
よ
う
な
問
題
と
全
く
無
関

係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

擬
古
文
体
に
対
し
て
「
漢
文
訓
読
風

文
体
」
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
当
時
は
こ
れ

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
漢
字
や
仏
教
の

影
僻
が
強
く
、
そ
し
て
久
し
く
蚊
術
し

て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
文
体
は
問
い
感

覚
を
も
つ
の
は
や
む
を
御
な
い
が
、
学

術
的
知
的
伝
達
に
適
す
る
と
さ
れ
て
き

た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
し
、
古
代
に

お
い
て
文
字
そ
の
も
の
の
我
が
国
で
の

成
立
定
着
の
事
由
に
も
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
理
由
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
麟
原
定
家
が
図
譜
と
し
て
の
仮
名

過
い
を
体
系
的
に
述
べ
た
唖
矢
と
し
て

以
来
、
仮
名
の
川
法
に
一
定
規
準
を
求

め
る
巷
え
方
は
、
鍬
、
時
代
以
降
、
廷

い
時
期
に
わ
た
っ
て
伝
統
的
に
継
承
さ

れ
て
き
た
と
さ
れ
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
和
歌
、
和
文
な
ど

我
が
国
の
古
典
に
関
す
る
方
面
の
学
者

の
世
界
の
中
で
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
っ
て
、
同
じ
学
者
で
も
漢
学
や
仏

教
の
方
面
で
は
概
し
て
仮
名
過
い
の
問

題
に
対
し
て
の
関
心
を
み
せ
な
か
っ
た

と
い
う
。
擬
古
文
体
も
そ
れ
ら
に
全
く

彫
艀
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
瀞
え
ら
れ
ま

い
。
む
し
ろ
髄
文
訓
鉈
風
文
体
が
渡
学

者
は
勿
論
、
当
時
主
流
の
学
問
、
風
調

か
ら
み
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る

が
、
そ
れ
は
恰
も
漢
文
化
な
ど
の
外
来

物
を
摂
取
し
て
多
用
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
知
的
水
準
を
高
い
も
の
に
す
る
と

い
う
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
事
実
に

よ
く
似
て
い
る
汁
胱
を
な
す
も
の
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
洩
文
川
銃
風
文
体
は
多

く
に
Ⅲ
い
ら
れ
た
か
、
そ
れ
も
あ
っ
て

倒
学
廿
等
が
Ⅲ
い
な
い
で
き
た
の
は
、

漢
文
訓
読
文
体
に
対
し
て
擬
古
文
体
は

杼
慨
や
述
懐
に
適
す
る
美
的
効
果
の
問

い
も
の
と
し
て
、
尚
古
的
理
念
に
正
に

合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
ぼ

迎
い
あ
る
ま
い
。

三
、
菅
江
真
澄
と
擬
古
文

『
典
溌
遊
覧
妃
」
で
知
ら
れ
る
近
世

文
人
の
廿
江
典
溢
も
ま
た
擬
古
文
体
で

通
し
て
い
る
。
真
澄
の
著
作
は
紀
行
文

や
地
誌
な
ど
の
内
容
に
対
し
て
、
資
料

的
評
価
な
ど
は
す
こ
ぶ
る
高
い
も
の
が

あ
る
が
、
あ
ま
り
上
手
と
は
い
え
な
い

歌
と
文
章
柄
か
ら
く
る
晦
渋
さ
を
も
っ

て
嫌
う
者
も
意
外
に
多
い
。
そ
こ
で
は

擬
古
文
を
も
っ
て
、
読
み
づ
ら
い
難
解
さ

解

を
指
適
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
坪
に
は
、

一
般
的
で
な
い
と
い
う
文
体
の
愈
識
に

よ
る
、
馴
染
の
問
題
も
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
雅
文
と
し
て
真

澄
が
用
い
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
文

体
か
ら
く
る
思
想
性
か
み
い
だ
せ
る
の

で
あ
る
。

真
澄
の
擬
古
文
は
、
実
は
同
学
者
植

田
義
方
の
影
響
に
よ
る
で
あ
ろ
う
と
み
ら

れ
る
。
そ
れ
は
輿
掻
が
幾
万
か
ら
学
問

的
紫
鍵
を
身
に
つ
け
る
に
い
た
っ
た
か

ら
と
さ
れ
る
こ
と
に
拠
る
の
で
あ
る
。

幾
万
こ
そ
は
奥
州
の
門
人
と
し
て
机
欣
、

机
文
の
教
え
を
受
け
て
、
向
背
は
深
い

師
弟
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
解
り
、
岡

崎
地
方
の
文
化
人
と
し
て
の
名
声
も
高

か
っ
た
人
物
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
義

方
は
和
歌
、
俳
措
、
詩
文
も
残
し
て
い

る
。
義
方
の
和
歌
、
和
文
に
つ
い
て
の

関
心
は
相
当
早
く
か
ら
で
あ
り
、
後
半

生
は
も
っ
ぱ
ら
風
流
に
遊
ん
だ
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
数
椰

の
迦
文
か
ら
は
擬
古
文
体
も
み
ら
れ
る
。

一
方
、
真
澄
と
幾
万
の
関
係
も
深
く
、

真
澄
は
紀
行
先
か
ら
数
度
に
わ
た
っ
て

諸
国
の
名
産
、
珍
物
を
送
っ
て
い
る
し
、

『
真
澄
遊
覧
記
』
に
も
義
方
の
事
が
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
真
澄
の
擬
古
文

体
使
用
に
は
轟
方
の
影
騨
が
あ
っ
た
と

み
て
よ
い
。
何
故
に
か
と
い
え
ば
、
紀

繩

四
、
本
居
宜
長
の
擬
古
文

知
的
伝
逮
に
あ
ま
り
適
さ
な
い
と
さ

れ
る
擬
古
文
体
を
多
用
し
て
宜
艮
は
、

柧
々
の
競
術
的
務
述
論
文
を
公
に
し
て

い
る
。
上
米
、
知
識
の
明
確
化
、
蝿
識

の
知
的
伝
述
、
思
考
の
正
確
さ
が
饗
求

さ
れ
る
学
問
上
の
著
述
に
対
し
、
態
々

擬
古
文
体
で
論
述
す
る
こ
と
の
意
艇
は

奈
辺
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に

国
学
的
思
惟
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
見
る
の
で
あ
る
。

擬
古
文
体
で
述
べ
ら
れ
た
宣
長
の
文

章
は
繰
り
返
し
の
多
い
長
文
が
日
立
つ
。

行
文
と
し
て
杼
愉
や
述
懐
に
適
す
る
効

采
を
も
つ
擬
古
文
は
典
溢
の
理
想
に
合

う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
真
淵
ｌ
茂
方
Ｉ
輿
巌
の
系
譜
を
た

ど
る
と
、
真
澄
の
「
乖
の
ま
に
ま
に
」

と
い
う
随
筆
を
想
起
さ
せ
る
に
至
る
。

「
兼
の
ま
に
ま
に
」
は
真
澄
が
多
年
に

亘
っ
て
得
た
博
覧
多
識
を
も
ち
、
そ
れ

を
考
証
的
に
著
わ
し
た
と
い
う
随
来
文

で
あ
る
。
こ
の
随
乖
の
乖
致
や
方
法
鏑

が
繩
め
て
江
圧
の
随
飛
『
侭
勝
問
』
と

似
て
い
る
も
の
で
、
奥
栂
は
汀
．
災
の
杵

述
も
多
く
銃
ん
で
い
た
ふ
し
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
結
励
、
擬
古
文
体
を
典
趨

か
用
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
国
学
的
流
れ

を
承
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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断
定
の
調
子
は
鈍
り
、
対
象
の
中
に
踏

み
込
む
力
が
弱
い
と
批
判
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
文
体
か
ら
く
る
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ

わ
れ
易
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
国

学
の
営
み
が
、
古
典
の
実
証
的
研
究
の

方
法
論
を
と
り
、
古
語
を
明
ら
か
に
し
、

古
義
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
思
考

上
に
は
、
こ
の
文
体
は
無
意
味
な
も
の

で
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
中
枢
と
し
て

位
置
づ
け
る
一
つ
に
足
る
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
に
宣
長
を
は
じ

め
と
し
て
国
学
背
は
国
語
や
仮
名
遣
い

の
問
題
を
も
含
め
て
考
究
す
る
と
い
う

姿
勢
も
意
義
を
な
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
思
想
か
ら
す
れ

ば
、
擬
古
文
体
の
も
つ
意
義
が
杼
惰
性

を
も
ち
な
が
ら
知
的
論
理
を
一
体
化
さ

せ
る
時
に
、
考
察
対
象
に
ひ
き
つ
け
る

意
外
さ
を
発
見
せ
し
め
て
、
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
る
態
度
に
お
い
て
学
術
的
要
素

を
高
め
る
こ
と
に
充
分
な
効
果
を
意
識

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
宣

長
に
お
い
て
擬
古
文
は
単
な
る
雅
文
と

し
て
で
は
な
く
、
国
学
的
尚
古
思
想
も

含
め
て
、
従
来
の
知
的
伝
達
に
む
か
な

い
と
さ
れ
た
文
体
を
ば
、
学
術
的
価
値

評
価
の
あ
る
文
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
い
か
。

五
、
平
田
罵
胤
の
文
体

殉
国
学
者
の
多
く
と
っ
た
擬
古
文
体
を

は
た
し
て
平
田
篤
胤
も
継
承
し
た
の
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
鱒

胤
の
文
章
は
、
和
歌
と
と
も
に
極
め
て

個
性
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
文
章

に
対
す
る
技
巧
は
こ
れ
と
い
っ
て
み
ら

れ
な
い
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
擬
古
文
体

の
も
の
が
全
く
な
い
か
と
い
う
と
、
必

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
今
、
例
え
ば
、

（
５
）

『
気
吹
会
文
集
』
を
み
て
も
、
和
文
体
、

漢
文
体
、
祝
詞
体
、
智
簡
文
体
の
大
別

が
で
き
、
和
文
体
で
は
「
俳
譜
歌
場
の

老
翁
を
ほ
む
る
調
」
や
「
す
み
れ
草
圧

文
な
ど
は
明
ら
か
に
雅
文
、
擬
古
文
体

で
あ
る
。

聴
胤
の
こ
う
し
た
文
に
対
し
て
は
、

「
国
学
昔
と
し
て
占
文
に
親
愛
し
て
い

た
か
ら
、
そ
の
文
詞
も
お
の
づ
か
ら
古

文
の
而
勁
な
表
現
を
体
得
し
て
い
た
」

の
で
あ
り
、
「
概
し
て
簡
潔
達
意
、
し

か
も
独
自
の
気
晩
と
熱
意
を
蔵
し
て
い

て
、
著
し
く
個
性
的
で
あ
る
」
と
指
適

（
６
）

す
る
と
こ
ろ
は
同
感
で
あ
り
、
ま
さ
に

鋳
胤
の
い
う
『
大
墾
君
御
一
代
略
記
』

に
よ
る
「
正
字
ヲ
多
ク
用
ヒ
テ
仮
字
書

ヲ
省
キ
、
紙
員
ヲ
少
ク
シ
テ
」
と
い
う

こ
と
に
通
ず
ろ
の
で
あ
る
。
一
方
、
漢

文
調
も
ま
た
立
論
明
快
に
す
る
手
段
と

に
よ
り
、
精
神
的
面
で
強
調
表
現
と
し

て
用
い
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
も
解

る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
る
と
篤
胤
の
文
体

は
論
述
内
容
、
那
柄
に
よ
っ
て
可
成
の

部
分
で
使
い
分
け
を
し
て
い
た
感
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
著
述
が
意
図

を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
た
り
前

と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
数
種
の
文

体
を
使
い
分
け
す
る
と
こ
ろ
に
個
性
が

で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
子
細

に
検
す
れ
ば
、
「
著
述
ノ
系
図
」
の
あ

る
程
度
の
方
向
性
が
見
い
だ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

（
７
十

『
農
業
自
得
』
の
「
は
し
が
き
」
に

篤
胤
は
、
「
詞
は
鄙
び
た
れ
ど
、
意
あ

ま
り
あ
り
」
「
こ
を
人
に
も
見
す
べ
く
、

文
の
あ
や
を
も
な
し
て
と
調
ふ
に
、
Ｊ

五
ひ
け
ら
く
は
か
く
実
な
る
評
を
し
、

世
の
学
背
等
の
将
め
か
さ
む
は
、
去
り

て
見
劣
り
せ
ら
る
る
態
な
り
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
は
、
古
文
の

簡
勁
な
表
現
を
よ
し
と
し
て
い
た
こ

と
も
解
り
、
そ
の
根
底
に
は
い
く
つ
か

の
文
体
を
用
い
た
中
で
、
迫
心
的
な
刀

の
発
揮
で
き
る
文
章
を
場
に
合
わ
せ
て

香
い
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
そ
う
し
て
明
快
簡
潔
、
か
つ

的
格
的
で
あ
る
こ
と
に
強
い
意
識
を
も

ち
、
そ
れ
を
他
に
要
求
し
て
も
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
多
様
の
文
体
を
使
う
こ

と
に
お
い
て
は
、
学
者
と
し
て
の
篤
胤

か
博
覧
卓
識
を
表
わ
す
一
画
で
も
あ
っ

、

た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
篤
胤
の
文
体
で
最
も
興
味
を

ひ
く
も
の
は
俗
語
で
綴
っ
た
著
述
で
あ

る
。
識
述
調
を
そ
の
ま
ま
著
作
と
し
た

も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

所
調
口
語
体
調
で
書
か
れ
た
も
の
は
、

（
８
）

『
平
川
爾
胤
全
集
」
全
十
五
巻
か
ら
拾

い
あ
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
著
述
書
目
九

十
七
煎
の
う
ち
、
九
種
が
そ
れ
で
あ
る
。

大
道
或
問
崎
“
鑑
雌
罐
噸
騨
打

或
人
間
テ
云
・
ｌ
申
侯
。
ｌ
ニ
テ

侯
。
’
一
一
テ
侯
。

古
道
大
意
解
畑
識
鋒
識
淡

先
ソ
ノ
説
ク
所
ハ
。
ｌ
ト
モ
巾

ゴ
ザ
ル

テ
ア
ル
。
’
一
プ
ム
。

西
鰯
概
論
講
本
岼
烟
麩
甦
癖
淡

サ
テ
〈
Ｊ
日
ヨ
ル
一
一
一
日
〃
間
二
申
ス

ゴ
ザ
ル

所
〈
。
’
一
フ
ム
。
ｌ
卜
申
ス
コ

ト
。

出
走
笑
諏
叩
講
本
岬
椚
鐸
錘
懸
縦

波
説
致
ス
コ
ト
ハ
。
ｌ
申
ス
ノ

デ
辱
誹

悟
道
辨
講
本
岼
佃
読
輕
織
談
ゴ
ザ
ル

今
日
ハ
悟
道
卜
云
源
ノ
論
辨
デ
ム

ゴ
ザ
ル

ガ
、
ｌ
何
ニ
モ
ナ
シ
ー
ナ
ム
ｃ

歌
道
大
意
癖
烟
舞
謹
織
銭

サ
テ
今
日
と
此
の
次
の
会
曰
と
、

ｌ
と
云
っ
て
あ
る
。
ｌ
い
ふ
の
意

で
ご
ざ
る
。

入
学
問
答
藏
叫
鍬
緬
著
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問
テ
日
。
ｌ
巾
し
候
・

伊
吹
於
呂
志
岬
畑
慈
魍
籔

さ
て
未
だ
此
年
の
拙
者
、
ｌ
申

し
。
ｌ
有
ま
せ
う
が
。
ｌ
で
御
座

ワ
③
。

俗
神
道
大
愈
岼
鰹
》
蕊
》
談

ｌ
ナ
モ
ノ
ジ
ャ
。
ｌ
ガ
ソ
レ
ジ
ャ
。

ｌ
ア
ル
コ
ト
デ
、
Ｉ
デ
ゴ
ザ
ル
。

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
識

本
で
あ
る
こ
と
が
解
り
、
口
述
講
釈
し

た
の
を
授
業
門
人
等
が
誰
記
し
、
そ
れ

に
篤
胤
円
身
か
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
さ
ら
に
「
入
念
一
物
が
多
い

こ
と
。
「
大
通
」
も
の
は
大
体
ば
を
述

べ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
Ⅲ
称
、

概
論
秤
に
あ
た
る
蒋
述
で
あ
る
。
つ
ま

り
座
く
口
述
す
る
如
き
と
し
て
、
意
図

的
に
衆
庶
の
普
及
に
わ
た
る
こ
と
を
考

え
て
、
敢
え
て
俗
語
で
綴
っ
た
文
体
を

Ⅲ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
俗
談
的
文
体
と
も
い
え
る
も
の

は
、
讐
輸
の
効
果
、
俗
談
的
な
明
快
さ

は
勿
論
、
そ
れ
ら
に
よ
り
直
接
的
な
迫

真
の
あ
る
文
と
な
り
、
結
局
そ
こ
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
論
理
は
端
的
に
伝
達
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
強
く

恵
激
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
俗
談
謡
的
文
体
を
用
い
た

著
述
は
爾
胤
の
学
問
、
思
想
の
中
で
も

決
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
著
述
で
は
な
い

こ
と
か
ら
も
、
文
体
へ
の
怠
識
ド
に
お

い
て
、
平
川
古
道
学
の
要
素
が
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
跳
胤
が

い
う
よ
う
に
「
著
述
ノ
系
図
」
の
必
要

性
は
、
文
体
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
、
桔
言

本
稿
で
真
澄
の
擬
古
文
体
を
ひ
き
あ

い
に
出
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
筋
胤
と

真
澄
が
直
接
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
る
た
め
で
は
な
い
。
同
学
者

が
雅
文
と
し
て
、
魁
想
的
形
成
を
も
込

め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
秤
述
に
お
け

る
文
体
も
ま
た
近
世
文
人
に
影
艸
を
及

ぼ
し
、
そ
れ
が
国
学
思
想
を
も
っ
た
も

の
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
一
例
と

し
て
と
ら
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

真
澄
は
文
雅
と
し
て
の
擬
古
文
体
に
固

執
し
て
多
く
の
、
肥
、
地
離
顛
を
過
し

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
典
澄
の
思
惟
に

も
確
実
に
共
通
性
の
あ
る
国
学
的
思
想

が
あ
っ
た
と
と
ら
え
て
間
違
い
な
い
。

真
澄
が
古
文
の
探
索
を
地
方
の
歴
史
や
、

地
理
、
民
俗
か
ら
見
い
出
そ
う
と
し
た

こ
と
は
、
宜
長
の
純
粋
的
国
学
者
の
擬

古
文
と
同
繊
に
、
尚
古
思
想
や
図
鑑
と

し
て
の
仮
名
適
い
の
問
題
を
と
ら
え
て
、

古
渡
を
明
ら
め
る
思
考
に
働
い
た
一
表

現
方
法
の
文
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

柄

る
。
篤
胤
も
ま
た
、
擬
古
文
の
旧
学
的

思
想
を
充
分
に
認
め
な
が
ら
も
、
古
逝

の
精
神
、
神
道
の
本
質
を
解
く
と
い
う

論
理
的
表
現
方
法
に
お
い
て
独
特
な
文

体
を
も
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
と
い
え

る
。鯆
胤
の
和
文
体
に
は
古
文
の
而
勁
な

炎
現
を
底
辺
に
も
つ
も
の
が
少
な
く
な

い
し
、
熱
意
と
気
晩
の
あ
る
文
体
に
仕

立
て
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
独
特
な
文
雅

文
体
の
表
現
も
無
視
す
る
こ
と
な
く
形

成
し
て
い
っ
た
。
結
果
的
に
多
く
の
人

々
に
読
ま
れ
る
も
の
と
な
り
、
恩
想
、

峨
川
の
享
受
に
つ
な
が
っ
た
一
Ｗ
の
〃

を
、
文
体
か
狐
っ
た
と
い
え
よ
う
。
鰯
胤

の
文
体
に
限
ら
ず
、
文
章
で
或
る
恵
志

を
伝
え
よ
う
と
す
る
音
に
あ
っ
て
は
、

必
ず
や
文
章
個
性
や
文
体
に
す
ら
思
想

性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
趣
味
か
ら
も
薊
胤
が
川
い

た
文
体
は
総
則
的
な
鮒
神
文
体
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
端

的
な
思
考
を
知
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の

で
き
な
い
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註

（
１
）
「
玉
だ
す
き
」
附
城
に
よ
る
「
大
輔

租
御
一
代
路
妃
例
餓
胤
犯
」
が
こ
れ

で
あ
る
。
年
代
を
追
っ
て
入
門
者
散
も

入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
築
島
裕
著
「
腿
史
的
仮
名
遣
い
Ｉ
そ

<卿砺、

の
成
立
と
特
徴
ｌ
」
川
皿
中
公
新
神
、

「
仮
名
迎
い
の
脱
の
始
ま
り
」
「
中
世

に
お
け
る
仮
名
過
い
説
の
諸
相
」
に
よ

る
ｃ

（
３
）
真
澄
目
・
わ
「
植
田
鍵
方
は
も
と
賀
茂

真
淵
翁
に
ま
な
び
て
」
「
お
の
れ
も
一

た
び
ま
な
び
の
お
や
と
せ
し
人
な
り
一

と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）
近
鯉
恒
次
肝
「
倒
茂
奥
州
と
竹
江
只

潅
ｌ
三
河
樅
Ⅲ
家
を
め
ぐ
っ
て
ｉ
」
川

副
橋
良
文
郎
、
「
卵
一
蹴
固
茂
典
淵

と
植
田
家
」
に
詳
し
い
。

（
５
）
文
化
元
年
か
ら
天
保
十
二
年
に
固
っ

て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
序
文
が
圧
倒
的

に
多
い
。
本
雌
は
銚
胤
の
編
に
係
る
も

の
で
、
成
災
の
後
に
多
少
の
削
禰
が
あ

っ
た
。
「
川
あ
り
て
人
に
剛
ら
れ
た
る

文
廟
．
戒
は
人
の
為
に
聯
え
腿
さ
れ
た

る
狐
、
又
は
門
人
某
外
の
人
の
箸
徹
に

添
へ
ら
れ
た
る
序
文
の
賦
を
．
染
め
犯

せ
る
三
「
伊
吹
能
舎
先
生
著
撰
書
目
」
）

も
の
で
あ
る
。

（
６
）
佐
々
木
治
綱
校
註
「
平
田
鯨
胤
歌
文

典
」
昭
肥
滴
山
一
腸
（
気
吹
舎
文
典
解

蝋
）
に
よ
る
。

（
７
）
川
村
占
茂
の
「
避
難
向
仰
」
（
犬
保

十
二
作
》
は
鯆
胤
の
朱
飛
が
入
れ
ら
れ
、

自
ら
謝
名
、
序
文
を
蝿
め
た
も
の
で
あ

る
。

（
８
）
新
修
『
平
田
篤
胤
全
集
」
十
五
巻

昭
弱
名
著
出
版
刊
行
本
に
よ
る
。
こ

の
他
に
補
週
輯
五
巻
か
あ
る
が
こ
れ
は

肯
い
た
。
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国
学
は
、
古
事
紀
伝
の
著
者
本
居
宣

長
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
そ
の
国
学
を

宗
教
面
か
ら
復
古
神
道
の
体
系
的
教
義

を
つ
く
り
あ
伐
そ
の
理
念
を
、
日
本
は
万

国
の
祖
で
あ
り
、
天
皇
は
万
国
の
主
で
、

日
本
は
万
国
の
親
国
で
あ
る
、
と
い
う

三
本
の
柱
を
皇
道
と
し
て
位
置
づ
け
た

の
は
平
田
爾
胤
で
あ
っ
た
。
こ
の
偉
業

と
功
綴
は
高
く
評
価
さ
れ
、
国
学
の
四

大
人
の
一
人
で
あ
る
と
も
称
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

平
田
篤
胤
に
つ
い
て
は
、
列
伝
や
文

献
学
的
な
方
面
よ
り
研
究
さ
れ
、
諸
誌

は
数
百
種
に
及
ぶ
も
の
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
特
に
戦
前
、
戦
中
に
は
多
く
愛

読
さ
れ
た
が
、
終
戦
に
な
る
や
恐
き
物

が
落
ち
た
嫌
に
消
え
て
、
平
田
篤
胤
の

名
前
す
ら
知
ら
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
。

玉
石
混
交
の
世
で
あ
っ
て
も
張
は
玉
。

年
毎
に
平
田
復
古
神
道
が
輝
き
を
増
し
、

再
評
価
の
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
今
日

に
あ
た
り
、
神
格
化
し
た
平
田
篤
胤
で

は
な
く
、
俗
人
と
し
て
の
篤
胤
、
つ
ま

側
面
か
ら
見
た
平
田
篤
胤
と

後
室
の
親
元
山
崎
家
に
つ
い
てり
悲
し
い
時
に
は
泣
き
、
嬉
し
い
時
や

面
白
い
時
は
笑
う
。
時
に
は
方
便
あ
り
、

ハ
ッ
タ
リ
も
あ
り
、
な
り
ふ
り
柵
わ
な

い
借
金
の
金
策
が
出
来
た
篤
胤
像
を
ば
、

葦
の
髄
か
ら
天
井
を
の
ぞ
く
に
等
し
い

と
思
わ
れ
る
が
若
干
述
べ
た
い
と
思
う
。

全
体
像
を
眺
め
た
場
合
、
人
間
形
成

を
な
す
少
年
期
の
時
代
は
大
切
で
あ
る

こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
篤
胤
の
少

年
期
は
、
一
部
分
よ
り
判
ら
な
い
と
い

わ
れ
て
い
て
、
恰
も
障
子
の
蔭
か
ら
話

を
聞
い
て
い
る
の
に
等
し
い
も
の
が
あ
》

る
。十
年
程
前
の
こ
と
に
、
山
田
孝
雄
博

士
の
高
弟
で
あ
る
伊
藤
裕
先
生
（
秋
田

市
在
住
）
を
千
葉
巾
教
育
委
員
会
の
若

手
の
研
究
家
が
訪
れ
、
本
居
宣
長
伝
を

苔
く
に
当
り
、
篤
胤
の
少
年
時
代
の
こ

と
を
知
り
た
い
と
し
て
、
教
示
万
の
依

頼
の
場
に
兼
者
は
同
鵬
し
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
時
に
少
年
時
代
の
重
要
さ
に

つ
い
て
感
を
深
め
た
も
の
で
あ
る
。

平
田
復
古
神
道
を
一
部
の
研
究
家
は
、

'１$１，＄

桐
原
善
雄

、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
習
合
神
道
に
外
な
ら

な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
と
聞
い
て
い

る
。
こ
れ
は
恰
も
、
目
の
不
自
由
な
子

供
が
象
の
一
部
に
触
れ
、
象
は
か
く
の

も
の
な
り
と
す
る
見
方
に
等
し
い
。
全

体
像
を
見
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
見

解
の
相
違
は
、
己
の
立
っ
て
い
る
位
置
、

場
所
に
よ
っ
て
異
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。

復
古
神
道
は
古
代
の
太
占
に
よ
っ
て

柱
と
し
た
も
の
で
な
く
、
仏
教
、
儒
教
、

道
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
先
人
の
説
な
ど
、

広
く
こ
れ
を
吸
収
し
、
外
国
の
事
は
師

の
本
居
宣
長
を
凌
い
だ
と
い
う
の
が
定

評
で
あ
る
。

只
、
来
世
に
つ
い
て
は
若
干
考
え
を

異
に
し
て
い
る
。
幽
界
と
欝
介
の
成
立

に
つ
い
て
、
幽
界
は
大
国
主
神
が
司
る

霊
魂
の
世
界
で
あ
り
、
人
間
は
死
ね
ば

幽
冥
界
に
行
き
、
生
前
の
行
為
に
つ
い

て
審
判
を
受
け
る
も
の
で
、
そ
の
魂
は

永
遠
に
生
き
つ
づ
け
る
。
従
っ
て
祖
先

崇
拝
の
絶
対
化
の
理
論
づ
け
を
し
、
そ

の
根
拠
を
日
本
書
紀
、
古
事
記
に
求
め

た
。平
田
神
道
の
本
質
は
、
推
測
の
域

は
出
な
い
と
し
て
も
、
狙
い
は
廃
仏

畿
釈
は
も
と
よ
り
、
万
教
帰
一
に
あ
っ

た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
廃
仏
殿
釈
と

し
て
、
神
葬
祭
の
儀
式
や
祝
詞
等
の
作

成
を
し
て
い
る
も
の
の
、
生
前
に
は
実

現
出
来
ず
に
終
っ
た
か
、
こ
の
下
地
が

皇
室
中
心
主
義
、
国
粋
主
義
を
燃
え
あ

が
ら
せ
る
下
地
に
も
な
っ
た
。

戦
前
は
も
と
よ
り
、
戦
中
に
至
っ
て

は
八
絃
一
宇
と
士
気
の
鼓
舞
の
役
割
を

な
し
た
が
、
終
戦
と
な
る
や
、
か
つ
て

の
諸
家
も
避
け
て
通
る
様
に
な
っ
た
の

に
対
し
て
、
本
居
学
は
衰
え
を
み
な
い
。

し
か
し
股
近
、
平
田
神
道
の
本
質
を

知
っ
て
か
、
年
毎
に
信
奉
の
萌
芽
が
広

が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
関
る

省
と
し
て
は
喜
び
に
た
え
な
い
。

平
田
復
古
神
道
の
火
成
は
、
本
人
の

超
人
的
な
研
究
と
努
力
、
さ
ら
に
心
の

支
え
と
な
っ
た
妻
女
、
す
ぐ
れ
た
門
人
、

出
版
等
に
つ
い
て
の
物
質
的
援
助
者
、

よ
き
師
を
得
た
躯
が
あ
い
ま
っ
て
と
そ

の
も
の
と
い
え
る
。
王
者
は
こ
の
要
索

の
中
で
、
出
版
等
に
物
質
的
、
金
銭
的

な
援
助
を
し
た
、
鱒
胤
の
後
宝
の
親
元

で
あ
り
、
よ
き
門
人
で
も
あ
る
埼
玉
・

越
ケ
谷
の
油
長
と
と
山
崎
長
右
衛
門
篤

利
の
援
助
ぶ
り
を
述
べ
た
い
。
述
べ
る

に
当
り
、
先
人
渡
辺
刀
水
の
足
元
に
近

づ
く
こ
と
は
出
米
な
い
乍
ら
も
、
山
崎

家
の
十
八
代
目
、
篤
利
よ
り
八
代
Ⅱ
の

当
主
、
山
崎
達
也
氏
の
御
協
力
に
よ
っ

て
、
こ
の
機
会
を
得
た
こ
と
に
対
し
、

謝
意
を
表
し
た
い
。
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平
田
鱒
胤
の
夢
中
の
入
門
、
こ
れ
は

余
り
に
も
有
名
な
話
で
、
こ
の
夢
中
入

門
の
萌
芽
と
見
ら
れ
る
現
象
は
少
年
期

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
を
、

篤
胤
の
生
家
に
当
る
大
和
田
家
の
後
継

者
、
富
山
市
在
住
の
大
和
田
盛
胤
翁
よ

り
、
大
和
田
家
の
言
い
伝
え
と
し
て
聞

い
た
。

話
す
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
篤
胤
は
子

供
の
頃
よ
り
変
っ
た
子
供
で
あ
っ
た
。

何
歳
頃
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
か
不

明
で
あ
る
か
、
時
々
神
隠
し
に
あ
い
、

家
族
の
者
を
心
配
さ
せ
た
も
の
で
、
篤

胤
は
詳
し
く
語
ら
な
い
が
、
お
爺
さ
ん

が
来
て
遊
び
に
行
こ
う
と
誘
わ
れ
た
が
、

何
を
食
べ
た
か
、
何
処
に
居
た
の
か
全

く
不
明
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
度
々

あ
っ
た
と
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

箆
胤
が
江
戸
出
奔
の
途
中
、
佐
竹
航

よ
り
般
止
領
へ
越
え
る
院
内
峠
に
さ
し

か
か
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
雪
が
深

く
、
猛
吹
雪
で
道
あ
と
な
く
、
飢
え
と

寒
さ
で
絶
対
絶
命
に
追
い
込
ま
れ
よ
う

と
し
た
時
、
神
の
助
け
よ
り
、
進
む
道

は
開
け
、
難
を
逃
れ
て
江
戸
入
り
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

世
間
で
は
、
師
宣
長
へ
の
夢
中
入
門

は
ハ
ッ
タ
リ
で
、
よ
く
も
白
々
し
き
高

え
る
と
迄
の
誹
り
を
受
け
た
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
霊
的
体
験
の
な
い
徒
蔽

の
た
わ
言
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
は
青
年

の
頃
よ
り
数
多
く
の
霊
的
体
験
者
で
、

こ
の
入
門
現
象
を
高
く
評
価
す
る
者
の

一
人
で
も
あ
る
。
、

霊
的
現
象
に
つ
い
て
の
事
例
を
若
干

紹
介
し
て
み
た
い
。
没
後
の
門
人
の
一

人
で
あ
る
土
佐
、
今
の
高
知
県
湖
沢
付

（
現
高
知
巾
）
犬
満
宮
神
社
、
宮
地
堅

盤
は
、
生
き
た
ま
ま
顕
幽
往
来
出
来
た

方
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
地
神
道
の

創
始
者
で
も
あ
る
宮
地
堅
盤
に
つ
い
て
、

神
習
文
庫
の
気
吹
舎
門
人
姓
氏
録
を

見
た
限
り
で
は
見
当
ら
な
い
が
、
慶
応

四
年
四
月
三
十
二
日
、
宮
地
上
野
、
土

佐
湖
江
村
、
天
満
富
神
主
と
し
て
肥

さ
れ
て
い
る
一
方
、
近
藤
葛
博
氏
編
の

白
川
家
門
人
帳
に
も
土
佐
国
、
湖
江
村
、

天
満
宮
神
主
、
宮
地
上
野
、
慶
応
四
年

四
月
二
十
一
目
入
門
と
記
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
よ
り
、
堅
盤
と
上
野
は
同
一
人

物
の
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。

宮
地
神
道
を
師
事
し
た
大
阪
府
堺
市
、

正
井
頑
益
氏
は
、
継
承
者
と
し
て
昭
和

一
一
十
一
年
三
月
に
産
須
奈
教
会
を
設
立

し
、
発
展
的
に
解
称
し
て
昭
和
二
十
四

年
四
月
十
八
日
神
道
仙
法
教
へ
と
、
ま

た
昭
和
四
十
六
年
四
月
古
神
道
仙
法
教

と
改
め
現
在
に
至
る
。
教
勢
は
昭
和
五

十
九
年
文
化
庁
調
に
よ
れ
ば
、
教
会
二

四
、
教
師
四
四
八
、
信
徒
数
二
万
三
千

繩

七
百
八
十
九
名
に
達
し
、
玄
学
の
流
れ

は
続
い
て
い
る
。

宮
地
神
道
の
後
継
者
、
現
正
井
氏
の

古
神
道
仙
法
教
は
、
平
田
復
古
神
道
の

玄
学
理
念
の
具
現
と
見
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
平
田
神
道
の
重
要
な

位
置
を
占
め
る
玄
学
の
灯
が
、
大
阪
府

堺
市
の
一
角
に
明
々
と
灯
し
続
け
ら
れ

て
い
る
郡
は
注
目
に
価
す
る
。

宮
地
神
道
の
創
始
者
、
宮
地
堅
盤
の

生
き
た
ま
ま
の
幽
顕
往
来
、
い
う
な
れ

ば
幽
顕
自
在
を
裏
づ
け
る
信
床
の
高
い

一
一
一
一
曲
い
伝
え
が
残
っ
て
い
る
。
筆
者
の
生

れ
在
所
、
秋
田
の
新
横
手
市
の
片
田
舎
、

現
世
帯
数
四
百
軒
金
江
戸
の
末
期
頃
は

百
五
十
戸
程
度
と
推
定
、
江
戸
中
期
よ

り
有
塁
逓
修
輔
託
元
章
薬
院
現
境
煕
娠
と

叩
し
、
中
に
は
大
統
頭
を
し
た
名
僧
も

い
て
、
神
仏
分
離
令
一
寸
前
の
頃
、
後

継
者
は
別
の
職
を
選
ん
だ
の
で
廃
寺
に

な
っ
て
い
る
。
現
在
は
真
言
宗
の
一
埴

徒
に
過
ぎ
な
い
。
元
境
正
寺
の
現
当
主

の
厳
父
よ
り
直
接
聞
い
た
話
の
要
旨
。

宮
地
神
道
の
創
始
者
同
様
、
幽
玄
自

由
を
茶
飯
事
に
行
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
境
正
寺
の
祖
は
公
卿
の
流
を
く
む

名
家
で
、
家
の
紋
所
は
、
皇
室
の
枚
所

の
十
六
の
表
菊
に
対
し
、
境
正
寺
は
十

五
の
裏
菊
、
一
見
し
て
皇
室
の
紋
所
と

類
似
し
て
い
る
。
戦
時
中
．
当
局
よ
り

緑

紋
所
の
使
用
に
つ
い
て
の
警
告
を
受
け

た
こ
と
が
あ
っ
た
噸
ほ
、
今
で
も
忘
れ
ら

れ
な
い
と
申
し
て
い
た
。
幽
顕
自
在
の
別

当
の
僧
位
は
権
大
僧
都
、
当
時
の
補
任

と
し
て
は
珍
ら
し
く
高
い
位
の
別
当
と

称
さ
れ
、
部
落
で
は
別
名
、
三
光
院
坊

と
呼
ん
で
い
た
と
の
こ
と
。

別
当
は
仏
事
の
な
い
時
は
部
落
の
子

供
等
の
よ
い
遊
び
相
手
で
、
得
意
と
す

る
処
は
隠
れ
ん
ぼ
で
あ
っ
た
。
子
供
寺

が
今
度
は
お
爺
さ
ん
の
番
だ
と
言
え
ば
、

よ
し
、
隠
れ
る
ぞ
と
申
す
や
否
や
、
忽

然
と
し
て
消
え
失
せ
る
。
子
供
等
が
お

爺
さ
ん
を
探
し
て
も
見
当
ら
な
い
。
お

爺
さ
ん
何
処
よ
と
尋
ね
る
と
、
お
爺
さ

ん
は
今
処
だ
と
一
国
っ
て
も
子
供
等
の
目

に
見
え
な
い
が
、
囲
炉
裏
端
に
座
っ
て

い
る
。
法
力
に
関
し
て
の
数
々
の
言
い

伝
え
も
あ
る
。
注
目
さ
れ
た
の
は
、
別

当
が
死
期
迫
る
や
、
家
人
、
親
族
一
同

を
枕
辺
に
集
め
、
こ
れ
か
ら
の
遺
言
を

固
く
守
っ
て
欲
し
い
と
申
し
渡
し
た
。

数
日
後
死
に
至
る
が
、
そ
の
前
に
棺
に

私
を
入
れ
、
飲
水
を
た
く
さ
ん
入
れ
、

錫
枝
も
入
れ
て
く
れ
。
棺
の
蓋
を
く
り

抜
き
、
こ
れ
に
青
竹
の
節
を
抜
き
、
空

気
が
外
か
ら
入
る
様
に
し
て
墓
に
埋
め

て
く
れ
、
一
年
後
に
は
必
ず
生
き
返
る
。

合
図
は
鶏
の
鳴
き
声
と
、
錫
技
の
音
を

出
す
と
の
事
で
あ
っ
た
。
生
き
た
ま
ま
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の
葬
式
は
出
来
な
い
と
反
対
し
た
が
、

結
果
的
に
秘
か
に
生
き
た
ま
ま
葬
る
こ

と
に
し
た
。
墓
に
納
め
た
四
、
五
日
の

間
は
裏
手
の
墓
地
か
ら
、
時
々
錫
枝
の

音
が
聞
え
た
。
翌
年
の
一
回
忌
の
法
要

の
日
、
裏
手
の
墓
方
向
よ
り
、
鶏
の
鳴

き
声
と
錫
子
の
音
が
聞
え
て
き
た
。
こ

の
不
思
議
現
象
を
、
家
族
、
親
族
全
員

が
聞
い
た
。
生
き
返
っ
た
の
か
と
遺
言

を
信
じ
る
者
、
不
思
議
だ
不
思
議
だ
と

言
う
者
。
或
る
者
は
、
そ
れ
で
は
と
腰

を
上
げ
掘
り
出
そ
う
と
し
て
羽
織
を
脱

ご
う
と
し
た
が
、
僧
は
、
生
き
返
る
道
理

は
な
い
、
只
白
骨
だ
け
の
場
合
は
仏
の

顔
に
泥
を
塗
る
結
果
と
な
る
と
諭
し
た

た
め
、
掘
り
出
す
事
を
や
め
る
こ
と
に

至
っ
た
。

こ
の
様
な
話
は
山
形
の
羽
黒
修
験
に

も
あ
る
と
の
事
・
い
ず
れ
ミ
イ
ラ
に
な

っ
て
い
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
と
思

う
。
現
代
の
科
学
は
、
解
明
出
来
な
い

も
の
を
イ
ン
チ
キ
と
か
と
直
ち
に
非
科

学
扱
い
を
す
る
。
科
学
万
能
の
世
と
て
、

判
っ
た
も
の
よ
り
判
ら
な
い
こ
と
が
多

い
の
も
事
実
。
あ
り
得
な
い
現
象
解
明

に
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
の
あ
る
こ
と

を
付
記
し
た
い
。

平
田
復
古
神
道
の
本
質
は
、
古
史
、

古
伝
よ
り
、
形
か
ら
入
る
と
い
う
、
毎

朝
神
拝
行
為
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

『と
思
わ
れ
る
。
般
式
は
集
団
的
な
性
格

を
持
っ
て
い
る
か
、
祈
る
こ
と
と
そ
は

個
人
が
自
由
に
行
な
い
、
神
と
神
を
信

じ
る
人
と
の
、
い
わ
ば
会
話
に
等
し
い

も
の
で
あ
っ
て
、
篤
胤
の
玉
概
は
い
わ

ゆ
る
手
引
書
で
あ
り
、
解
説
書
で
あ
る

が
如
く
解
さ
れ
て
い
る
。

山
田
孝
雄
博
士
は
解
題
の
中
で
、
「
玉

概
は
、
平
田
流
神
道
の
実
際
を
知
る
べ

き
股
第
一
の
書
た
る
と
共
に
、
平
田
古

神
道
の
全
貌
を
概
観
す
る
に
も
恰
当
の

書
な
り
。
復
古
神
道
の
素
質
と
形
と
を

理
解
せ
む
と
す
る
者
又
国
学
に
志
す
者

の
入
門
書
と
し
て
必
読
の
書
き
く
く

菅
、
こ
の
蔦
梯
立
危
て
、
平
田
先

生
の
導
く
神
の
庫
の
奥
に
連
せ
む
と
し
、

国
学
の
神
髄
を
討
た
ん
と
す
る
者
あ
ら

ば
、
先
生
の
之
に
幸
は
へ
袷
ふ
べ
き
は

信
じ
て
、
疑
は
ざ
る
所
な
り
、
余
常
に

い
ふ
、
神
道
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
先

づ
玉
概
を
読
む
べ
し
と
。
未
だ
、
玉
櫟

を
読
ま
ず
し
て
神
道
を
論
ず
ろ
徒
は
神

道
を
論
ず
る
と
い
ふ
と
て
も
、
そ
は
虚

妄
の
言
に
し
て
、
然
る
者
を
ば
余
は
神

道
を
知
る
者
に
非
ず
と
断
言
す
る
に
禅

ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ

て
、
毎
朝
神
拝
詞
の
解
説
書
と
解
さ
れ

易
い
玉
榔
に
、
入
門
者
は
感
動
を
深
め

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
玉
裸
の
権
化
と
も
申
す
べ

、
き
門
人
で
あ
っ
て
、
心
の
支
え
と
な
っ

た
後
室
、
お
里
勢
の
養
父
、
山
崎
長
右

微
門
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

平
田
神
道
の
大
成
は
、
な
ま
易
し
く

成
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
諸
条
件
と
師
、

本
人
の
研
究
と
努
力
の
結
晶
と
い
え
る
。

大
成
に
対
す
る
妻
女
の
位
置
は
大
き
く

鍵
を
握
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
師
、

本
居
宣
長
へ
の
入
門
の
き
っ
か
け
を
つ

く
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
、
賢
婦
の
誉

れ
高
い
織
瀬
夫
人
が
、
貧
苦
と
の
闘
い

の
股
中
、
大
成
を
見
な
い
ま
ま
若
く
し

て
世
を
去
っ
た
こ
と
は
［
淵
に
価
す
る
。

後
室
に
も
恵
ま
れ
た
が
、
只
恵
ま
れ
な

か
っ
た
の
は
金
銭
で
あ
っ
た
。
こ
の
金

銭
的
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、

後
室
の
お
里
勢
の
養
父
、
山
崎
長
右
衛

門
篤
利
で
あ
る
。
山
崎
匡
若
衛
門
は
埼

玉
の
趣
ケ
谷
、
油
長
と
し
て
近
郷
近
在

に
名
の
知
ら
れ
た
富
豪
で
、
文
化
十
三

年
に
錦
屋
を
営
む
、
下
総
国
葛
飾
郡
、

松
戸
宿
・
凹
面
彦
六
（
元
吉
）
の
紹
介

に
よ
り
爾
胤
に
入
門
。
篤
胤
の
文
化
十

三
年
前
後
の
生
活
は
特
に
苦
し
く
、
相

当
額
の
借
金
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
山

崎
篤
利
入
門
と
同
郷
の
小
島
市
右
衛
門
、

町
山
錘
艮
衛
が
前
記
の
小
島
彦
八
の
紹

介
に
依
っ
て
入
門
。
瞥
函
彦
八
も
同
時

に
入
門
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
私
が
入

門
す
る
か
ら
入
門
し
な
い
か
と
の
働
き

か
け
に
よ
り
入
門
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
文
化

十
三
年
前
後
に
後
記
一
覧
の
如
く
、
下

総
国
の
住
人
が
相
当
多
く
入
門
し
た
の

は
、
篤
胤
の
財
制
的
援
助
の
一
部
を
荷

負
う
為
の
も
の
か
、
時
間
を
か
け
て
分

析
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

運
命
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
篤
胤

と
織
瀬
夫
人
と
の
死
別
は
文
化
九
年
三

十
七
歳
の
時
で
あ
る
。
門
人
達
は
、
師

の
生
活
に
い
た
く
心
を
打
た
れ
た
。
山

崎
篤
利
入
門
の
紹
介
者
で
も
あ
る
松
戸

宿
の
錦
屋
、
小
島
彦
八
の
口
き
き
で
門

人
達
が
相
寄
り
、
相
談
の
結
果
、
適
当

な
娘
は
い
な
い
か
と
探
し
た
が
、
た
や

す
く
は
見
当
ら
な
か
っ
た
と
見
濤
忍
越
ヶ

谷
里
の
豆
腐
屋
の
娘
で
、
り
よ
と
申
す

よ
い
娘
が
居
る
よ
う
で
あ
る
が
、
格
の

点
で
問
題
が
出
て
来
る
事
に
な
る
。
痩

せ
て
も
枯
れ
て
も
藩
士
、
江
戸
で
は
大

学
者
先
生
に
対
し
出
来
な
い
相
談
で
あ

る
。
打
開
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の

は
、
近
郷
、
近
在
き
っ
て
の
娘
と
し
て

嫁
が
せ
た
な
ら
ば
と
衆
議
が
一
決
し
、

媒
酌
人
は
塗
り
屋
を
営
む
何
門
の
水
泉

市
右
衛
門
が
務
め
、
親
代
り
は
山
崎
篤

利
と
な
り
、
文
政
二
年
十
一
月
婚
儀
が

と
り
行
わ
れ
た
。
鰯
胤
は
四
十
三
歳
、

お
里
勢
は
二
十
七
歳
。
篤
胤
は
妻
女
を

呼
ぶ
場
合
お
里
勢
と
呼
ん
で
い
る
が
、
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本
人
の
日
記
に
は
「
り
せ
」
と
記
し
て

い
る
。
宛
名
に
は
「
折
瀬
」
と
も
記
し

て
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
確
証
は

な
い
と
地
元
の
研
究
家
は
巾
し
て
い
る
。

山
崎
篤
利
は
門
人
で
あ
り
、
形
だ
け

で
あ
る
と
し
て
も
養
父
で
あ
る
に
よ
り
、

篤
胤
は
著
述
の
疲
労
回
復
に
、
時
々
山

崎
家
を
訪
れ
、
土
蔵
の
中
で
休
み
、
疲

れ
を
い
や
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
土
蔵
は
明
治
六
年
頃
の
越
ケ
谷
一

帯
の
大
火
の
際
に
類
焼
を
免
れ
た
。

山
崎
家
は
近
郷
近
在
き
っ
て
の
富
豪

の
上
に
、
篤
利
は
直
門
人
、
特
に
敬
神

家
で
世
に
稀
な
る
方
と
今
に
至
る
迄
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
後
先
に
な
る
が
、
気

吹
舎
門
人
姓
名
録
に
は
、
噸
に
よ
り
一

宇
蔦
を
賜
る
と
い
う
具
合
に
起
さ
れ
て

い
る
。
師
弟
の
間
柄
だ
け
で
な
く
、
心

に
通
じ
る
も
の
あ
っ
て
か
篤
胤
が
与
え

た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
篤
胤
に
関
す

る
資
料
は
山
崎
家
に
相
当
保
存
さ
れ
て

い
る
と
見
る
可
き
も
、
現
当
主
、
山
崎

達
也
氏
の
話
に
よ
る
と
、
保
管
状
態
が

悪
か
っ
た
の
か
資
料
と
し
て
役
立
た
な

い
物
ば
か
り
、
幸
い
短
冊
と
藤
の
手
づ

く
り
菓
子
の
盆
、
借
用
証
二
点
の
み
で

あ
る
と
申
し
て
い
る
。

研
究
家
の
渡
辺
刀
水
が
、
戦
中
山
崎

家
を
訪
れ
、
余
す
と
こ
ろ
無
い
程
資
料

に
つ
い
て
調
査
し
、
山
崎
家
の
こ
と
を

詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
重
な
り

合
う
点
が
多
い
と
思
う
。
篤
胤
は
借
金

は
も
と
よ
り
、
序
文
を
書
か
せ
て
相
当

額
の
上
納
金
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
借
金
の
裏
づ
け
と
な
る
可
き
証
書

が
残
さ
れ
て
い
て
、
金
額
は
二
百
九
十

六
両
と
多
額
で
あ
る
。
調
査
し
て
み
る

と
、
当
時
は
相
当
の
金
額
が
な
い
と
出

版
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
が
多

い
。
序
文
は
古
史
徴
開
題
記
に
救
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
、
著
述
、
出
版
に
つ
い

て
の
相
当
の
役
割
を
な
し
て
い
た
事
に

は
間
違
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
少
し
誇

張
す
る
と
、
篤
利
あ
っ
て
の
平
田
神
道

で
、
平
田
神
道
と
は
不
離
一
体
に
あ
る

と
も
い
え
る
。

妻
女
お
里
勢
は
円
満
な
方
で
、
相
当

文
飛
に
長
け
て
い
て
、
お
り
せ
日
記
は

平
田
篤
胤
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
る

資
料
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

秋
田
入
り
や
そ
の
後
の
色
々
な
と
り
ま

と
め
、
錬
胤
等
へ
の
連
絡
、
色
紙
、
短

冊
等
発
見
に
は
至
ら
な
い
が
、
或
る
程

度
の
学
を
お
さ
め
た
婦
人
と
見
る
べ
き

で
、
織
瀬
夫
人
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な

い
質
夫
人
と
思
わ
れ
る
。
生
家
は
不
明
。

篤
胤
は
筆
禍
に
あ
い
江
戸
払
い
と
な

り
、
生
れ
故
郷
の
秋
田
で
暮
す
こ
と
に

な
っ
た
。
秋
田
に
連
れ
て
来
た
千
枝
子

（
後
日
鏑
胤
の
妻
）
を
、
親
類
の
者
よ

繩

り
実
子
で
な
い
か
と
思
わ
れ
た
程
親
子

の
情
が
深
く
、
子
無
し
だ
け
に
可
愛
が

り
か
た
は
、
目
を
ひ
い
た
と
い
う
。

お
里
勢
は
夫
篤
胤
の
死
没
し
た
翌
年

江
戸
に
戻
り
、
余
世
を
お
く
り
、
明
治

十
八
年
迄
長
命
し
た
。
法
名
は
「
最
誉

珠
光
妙
勝
信
女
」
で
、
余
栄
と
し
て
、

神
祇
伯
よ
り
後
神
霊
能
真
柱
女
の
霊
神

号
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

最
近
復
古
調
の
兆
も
あ
っ
て
か
、
山

崎
家
、
お
里
勢
夫
人
の
関
わ
る
研
究
の

昂
り
を
見
せ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

山
崎
家
に
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
の
一
つ

で
あ
る
「
短
冊
」
は
二
本
あ
る
。

我
が
御
世
の
こ
と
は
能
し
も
神
な
ら

ひ
な
ら
ふ
ぞ
人
の
逆
に
は
存
け
る

鱒
胤

物
し
り
と
い
ふ
は
誰
か
言
霊
ち
は
ふ

神
世
の
道
の
本
は
た
ど
ら
で

篤
胤

篤
胤
の
藤
で
編
ん
だ
「
菓
子
盆
」
。

「
借
用
証
」
。
こ
れ
は
門
人
の
平
島
伊

助
が
代
筆
し
た
と
一
言
わ
れ
て
い
る
証
書

一
通
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

借
用
申
金
子
の
事

一
金
弐
百
九
十
六
両
也
文
字
小
判

也

但
利
足
之
儀
者
壱
割

右
者
は
此
度
御
厚
意
を
以
っ
て
古
史
成

文
三
巻
古
史
徴
四
巻
共
彫
刻
致
し
且

緬

仕
立
迄
之
入
用
と
し
て
借
用
処
実
止

也
返
済
之
儀
者
岐
初
御
約
束
申
候
通
右

本
売
渡
之
金
子
に
て
元
利
御
勘
定
御
引

取
可
被
不
候
万
一
右
金
子
返
済
に

能
は
ず
候
者
板
木
不
残
取
揃
貴
殿
方

に
御
引
取
り
摺
立
本
書
陣
へ
御
売
渡
被

成
其
の
利
方
に
て
之
利
相
済
次
第
板

木
者
宅
方
え
御
渡
可
披
下
侯
尤
此

度
摺
立
相
済
候
上
は
直
に
板
木
御
預
り

申
侯
て
も
不
苦
侯
此
儀
者
御
勝
手
次

等
に
可
彼
成
候
為
後
日
価
如

件

文
政
元
戊
寅
正
月
十
日
よ
り
追
々

証
人
平
島
伊
助

借
用
人
平
田
大
角

山
崎
長
右
衛
門
殿

篝

偲
胤
７
介
各
冬
惑
１
．

－庁蝿函躍糯懸添１１５傘洲》

禰
Ｖ
Ｌ
Ｔ
・
抑
制
靭
圃
欝
私
系
も
念
力
●
の
沈
酔
Ｌ
ゐ

ん
『
焚
筆
や
囚
初
宙
招
⑩
Ｌ
１
Ａ
に
邸
牛
舟
冗
夕
ｒ
仏
Ｉ

輔
胤
ｉ
…
…
…
蝉
・
燭

《
行
く
手
〒
＋
ざ
伍
坐
⑬

え
故
上
野
壱
刃
打
岬
而
■
（
手
③
入
鎖
圏
）

出
マ
ー
．

〕錨罰奄鈩褒煙っ展

港
ｏ
一
ｍ
唾
③
口
角
制
あ
り
鯵
Ｌ
千
・
乞
』
死
の
七
色
鯵
匪
ｄ
局

陛
下
れ

げ
も
澱
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殉

篤胤作麓製菓子盆

雨
の
一
一
一
点
が
宝
物
と
し
て
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
外
、
入
門
の
翌
年
、
文
化
十
四
年

丁
丑
十
二
月
十
日
、
金
拾
五
両
の
借
用

証
等
も
遣
っ
て
い
る
と
聞
く
。

前
に
も
申
し
述
べ
た
通
り
、
師
弟
と

は
申
せ
、
特
に
関
わ
り
が
深
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
多
く
の
資
料
は
山
崎
家
の

土
蔵
に
眠
っ
て
い
て
、
判
読
出
来
な
い

程
の
資
料
に
な
っ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。

山
崎
篤
利
は
、
師
よ
り
早
く
没
し
て
、

七
十
三
歳
。
法
名
は
「
浄
岳
昇
道
信
士
」

と
の
こ
と
。
平
田
神
道
に
つ
い
て
の
功

績
と
篤
利
の
名
は
、
や
粟
永
却
尽
き
る

こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

戦
前
、
戦
中
、
山
崎
家
と
篤
胤
に
寄

せ
ら
れ
た
生
の
声
と
も
い
え
る
歌
詞
、

碑
文
は
、
時
の
枢
密
顧
問
官
、
従
一
位

勲
一
等
、
真
野
文
二
・
文
学
博
士
の
歌
、

君
が
い
さ
を
此
の
石
ふ
み
に
く
ち
ず

し
て

ち
と
世
を
こ
秘
に
こ
し
が
や
の
里

山
崎
家
を
訪
れ
た
時
の
土
井
晩
翠
翁
の

歌
詞

土
井
晩
翠
作

一
、
「
こ
こ
し
き
山
の
山
道
も

直
に
通
ら
ば
通
る
べ
し
」

転
ば
し
か
ね
る
わ
が
心

神
の
捨
ゑ
け
む
干
曳
石

逝
に
勉
め
て
や
ま
ざ
り
き

「
、
雌
き
を
忍
び
「
せ
団
ら
ぎ
に

潜
め
る
龍
の
要
起
し
」

天
に
知
ら
る
Ｅ
時
致
り

心
血
そ
め
し
大
著
作

塞
井
の
上
に
栄
あ
り
き

三
、
塞
井
の
上
の
高
き
栄

商
き
い
さ
を
の
蔭
に
し
て

〃
を
添
へ
し
山
崎
の

あ
》
る
じ
、
趣
ケ
谷
、
こ
の
里
の

牝
れ
今
こ
そ
偲
ば
れ
る

四
、
「
汐
の
八
百
重
の
八
十
国

と
の
服
道
を
弘
め
よ
」
と

雄
を
た
け
び
商
き
い
ぶ
き
の
や

い
つ
の
い
ぶ
き
の
や
み
て
よ
り

百
度
移
る
存
と
秋

五
、
昭
和
新
た
の
御
代
に
し
て

八
絃
一
宇
お
い
な
る

理
想
の
も
と
に
大
東
亜

南
洋
と
も
に
廉
く
と
き

い
つ
の
御
魂
は
ほ
■
ゑ
ま
む

土
井
晩
翠
翁
、
越
ケ
谷
の
久
伊
豆
神
社

に
於
い
て
詠
ん
だ
歌
、

気
吹
の
や
い
つ
の
み
た
ま
の
宿
れ
り

しあ
と
な
つ
か
し
き
趣
ケ
谷
の
里

の
歌
詞
を
、
文
学
博
士
・
笹
川
臨
風
が

書
き
、
歌
碑
と
し
て
、
平
田
篤
胤
遺
徳

の
碑
と
共
に
神
社
境
内
地
に
建
立
し
た
。

文
政
二
旗
辰
七
月
九
日
、
平
田
繭
胤
普

と
記
し
た
、
天
岩
戸
の
図
に
し
た
、
い
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五
月
十
八
日

磯
本
庄
ａ

微
香
取
中
傍

托
山
口
長
石
衛
門
は
後
詔
遡
醐
の
抵
峻
の
労
を
と
っ
た
錦
展
小
曲
文
占
の
鮒
介
で
入
門
。
平
田
大
人
備
用
笠
白
の
匹
人
平
島
伊
助
は
碗

妃
小
島
又
背
が
入
門
時
の
印
介
宕
庄
艮
存
で
、
不
哩
必
な
ら
出
合
い
で
あ
る
。
（
何
百
文
印
勵
人
姓
名
“
に
よ
る
》

剛
介
行

文
化
十
三
年
ｆ
風
洞
迫
田
十
八
皮

了
皿
富
比
神
社
太
宮
司
画
上
姥
介
血
利

四
Ⅱ
二
十
七
日

文
化
十
三
年
ｔ
皿
荊
近
期
介
円
十
八
皮

下
鉈
囚
且
陣
邸
船
場
四
十
八
血

可
、
宮
比
神
社
役
人
士
屋
重
人
乎
淌
沮
Ｉ
下
蛇
口
岱
障
印
船
旧
宮
よ
哩
介
向
利

風
用
荷
神
社
何
面

紹
介
者

文
化
十
三
年
入
門

「
本
所
虫
町

間
日
伸
明
社
神
主

富
直
列
鰍
介

働
左
近
⑪
原
住
豚
Ｉ
下
陞
旧
坑
子
匝

同
四
月
二
十
七
日
恋
回
利
田
介

本
府
没
町
白
左
近
母
頤
役
が

餌
日
神
恥
社
仲
立
初
名
胸
踏
丸

下睡臼田鋒部松戸耐認懲卵闘酎占吉田
嵐
血
判
閉
介

同
田
囲

小
凡
母
八
一
正
吉

後
潅
石
衛
門

下
瞠
佃
印
晒
郎
占
田
村
玄
血
判
細
介

宗
像
社
神
主
香
取
宇
内
柵
荷

傘斜狸蹴醐隷村魎蝋鬮珂仲玄仲
下
韓
国
■
笛
邸
升
尾
Ｈ
商
血
判
測
介

尺
神
凋
侍
凶
皿
心
近
恕
川

下
蛇
四
田
但
吐
取
宙
血
判
加
介

後
旧
川
凹
中
守
成
京
中
小
坦
平
皿
丹
治
比
忠
何

文
政
岡
年

本
所

宮
風
刺
鮒
介

、
冨
比
神
社
八
宮
司

四
月
二
十
七
日

鰊

上
姥
介
回
利
男

同
右
近
血
＆

α
袋
か
岨
介

平
皿
伊
肋

小
田
元
百
冊
介

山
閂
艮
右
衛
門
再
刊

因
魁
顧
与
一
手

小
島
元
吉
砠
介

小
泉
巾
石
街
門
安
印

小
⑭
兀
吉
砠
介

町
山
：
兵
街
正
囲

録

箆胤大人生璽墓前祭

賜
卜
い
魎
面

わ
ゆ
る
岩
戸
開
き
の
画
一
則
を
奉
納
さ

れ
て
い
て
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

篤
胤
に
対
す
る
身
後
の
栄
え
と
し
て
、

弘
化
二
年
三
月
神
祇
伯
資
敬
よ
り
、
学

業
を
称
美
し
て
「
神
霊
真
柱
大
人
」
の

謹
号
を
贈
ら
れ
た
。
こ
の
鐘
号
を
篤
胤

の
門
人
、
佐
藤
信
淵
大
人
二
柱
を
台
犯

し
て
い
る
秋
田
市
千
秋
公
園
、
彌
高
神

社
で
は
社
宝
と
し
て
蔵
し
て
い
る
。
又

神
祇
伯
よ
り
、
文
久
三
年
正
月
改
め
て

霊
社
号
を
贈
ら
れ
た
。
寛
政
二
年
三
月

に
織
瀬
夫
人
に
前
神
霊
能
真
柱
女
と
霊

神
号
が
贈
ら
れ
た
こ
と
は
光
栄
の
一
宇

に
尽
き
る
。

（
本
所
研
究
調
査
員
）

前
・
後
室
招
魂
鋼
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平
田
篤
胤
書
簡

本
書
簡
の
主
な
る
も
の
は
山
城
国
乙

訓
郡
の
六
人
部
是
香
に
宛
た
も
の
で
あ

る
。
是
香
は
文
政
六
年
九
月
に
平
田
門

に
入
門
し
、
気
吹
舎
門
人
と
し
て
国
学

を
研
鑑
し
た
。
是
香
は
頭
幽
順
考
論
』

な
ど
を
公
刊
し
、
そ
の
知
識
は
孝
明
天

皇
の
上
聞
に
も
達
し
、
進
講
を
す
る
光

栄
に
浴
し
た
人
物
で
、
篤
胤
門
人
の
逸

材
で
も
あ
っ
た
。

文
政
六
年
篤
胤
四
十
八
歳
、
七
月
に

霊
鍵
に
著
述
献
上
を
目
的
と
し
て
上
洛

し
た
。
自
己
の
著
述
を
天
皇
上
皇
に
献

上
す
る
こ
と
は
実
に
容
易
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
六
人
部
足
香
、

そ
の
父
節
香
の
後
援
を
得
て
、
先
ず
富

小
路
真
直
卿
の
内
奏
に
よ
り
仙
洞
御
所

に
献
じ
、
禁
裏
御
所
に
は
御
局
冷
泉
殿

を
通
じ
て
、
つ
い
に
仁
孝
天
皇
に
献
上

が
か
な
っ
た
の
で
あ
る
。
御
嘉
納
の
著

述
苫
に
は
「
天
覧
叡
感
」
の
印
章
を
押

す
こ
と
も
許
さ
れ
た
。
篤
胤
の
大
願
成

就
は
絶
大
無
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
は
是
呑
等
の
並
々
な
ら
ぬ
力
添
え
が

あ
っ
た
。

こ
の
足
香
へ
の
書
簡
は
『
御
一
代
略

記
』
に
も
犯
せ
る
と
こ
ろ
の
「
六
人
部

節
香
父
チ
ム
ネ
ト
汁
ラ
ヒ
テ
」
「
板
木

残
ラ
ズ
差
し
ラ
レ
、
ソ
レ
悉
ク
御
披
露

殉ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
」
「
イ
ト
イ
ト
有

難
ク
、
学
問
ノ
規
模
、
鰭
シ
サ
辱
サ
、

申
ス
ベ
キ
詞
元
ク
、
教
子
等
モ
悦
ピ
ア

ヘ
リ
キ
」
と
し
た
如
く
、
是
香
に
対
す

る
好
意
の
謝
意
を
深
く
述
べ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
上
洛
に
あ

た
っ
て
鯆
胤
が
古
道
学
を
布
こ
う
と
い

う
意
図
も
あ
っ
た
が
、
鈴
屋
門
の
一
部

か
ら
、
；
の
な
い
腫
誘
に
よ
り
叶
わ
な

か
っ
た
こ
と
に
憤
癒
を
も
ら
し
て
い
る
。

ま
た
、
師
で
あ
る
本
居
宣
長
の
附
位
申

講
を
も
欲
し
た
が
功
な
ら
ず
、
か
わ
っ

て
神
社
と
し
て
祭
る
勅
額
の
下
賜
を
働

き
か
け
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。

い
②
幻
△
列
肛

蕊ｌ饅鑓鰕司ＷｉｉＨ:H1きき鼈~雫:;蕊鷺鐇

平
田
篤
胤
の
古
道
学
は
我
国
の
精
神

文
化
た
る
一
つ
の
神
道
を
剛
明
し
、
古

来
の
純
粋
な
信
仰
を
鯨
び
、
そ
の
精
神

に
帰
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

国
学
の
発
生
は
元
禄
期
に
み
ら
れ
、

古
典
の
実
証
的
研
究
か
ら
固
有
の
氏
族

精
神
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
発

達
し
て
き
た
。
鰯
胤
は
さ
ら
に
そ
れ
を

人
間
本
性
に
即
し
た
道
学
に
確
立
し
、

敬
神
崇
祖
の
生
活
に
実
践
規
範
を
提
示

す
る
必
要
性
を
強
く
認
め
て
い
る
。
こ

れ
が
鱒
胤
の
古
道
学
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
古
道
の
真
髄
は
倭
魂
（
和
魂
）

で
あ
り
、
こ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
あ

、
同
ね
凹
面
巾
に
は
佐
藤
信
淵
の
こ
と
も

み
え
、
岡
学
者
篤
胤
の
人
物
思
想
、
性

格
、
ま
た
当
時
の
活
躍
を
知
る
上
で
壇

要
な
書
簡
で
あ
る
。

秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財

昭
和
三
九
年
一
一
月
一
七
日
指
定

平
田
篤
胤
和
魂
漢
才

菅
家
電
誌
云
応
鬮
驫
迄
崎
幕
勵
非

漁
魂
議
す
不
能
閼
其
阿
鼻
奥
藪
欝
鑓
獄
率

幼
撮
り
今
了
う
諭
：
悶
辨
き
し
客
…
し
心

神
３
坪
〈
臺
入
う
ｌ
』
ず
〉
批
潟
…
も

る
。
倭
魂
を
も
た
な
け
れ
ば
い
か
な
る

博
学
宏
才
で
あ
っ
て
も
真
の
Ⅲ
本
人
で

は
な
く
、
と
る
に
足
ら
な
い
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

篤
胤
の
こ
の
書
蹟
は
享
和
元
年
写
本

の
屋
代
弘
賢
本
『
菅
家
遺
誠
』
第
二
十

二
章
に
あ
る
「
和
魂
漢
才
」
か
ら
得
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
古
道
を
究
め
る
こ

と
は
倭
魂
を
固
め
て
後
に
、
広
く
漢
藷

を
渉
猟
し
て
智
見
を
さ
ら
に
開
く
と
い

う
学
術
研
讃
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
解
い
て
い
る
。
篤
胤
は
こ
の
遺

誠
を
も
っ
て
門
人
等
を
さ
と
し
た
。

道
誠
に
そ
え
た
歌
は

こ
え
や
土
と
六
汝

漢
に
才
和
に
魂
と
教
へ
て
し

神
の
御
司
か
し
こ
き
ろ
か
も

と
あ
る
如
く
、
も
と
よ
り
菅
家
に
対
す

る
敬
度
な
態
度
が
う
か
が
え
、
文
字
も

諏
頂
で
そ
の
思
想
性
を
よ
く
あ
ら
わ
し

て
い
る
。

秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
財

昭
和
三
九
年
三
川
一
七
日
指
定

（
齊
藤
議
胤
）

蕊騨辮籔鍵鍵辮;製
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こ
れ
は
昭
和
四
十
九
年
十
月
の
現
在

で
以
下
に
報
告
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の

大
部
分
は
今
で
は
全
国
の
公
共
立
図
書

こ
の
躯
は
大
人
の
思
想
研
究
と
、
特

に
思
想
成
立
過
程
を
知
る
上
で
最
も
基

本
的
な
調
査
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
拡

散
と
現
状
を
知
る
事
も
亦
大
人
を
行
み

る
上
で
何
等
か
の
所
感
の
生
ま
れ
る
事

で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
人
の
著
諜
は
そ

の
生
前
殆
ど
印
刷
さ
れ
る
鞭
は
な
く
、

渚
大
名
や
各
地
の
富
豪
家
の
求
め
に
よ

っ
て
写
本
と
し
て
流
布
さ
れ
た
。
な
ぜ

か
、
こ
こ
に
も
後
世
色
々
の
批
判
等
あ

る
事
だ
が
、
そ
れ
は
書
の
内
容
と
読
背

厨
、
大
人
の
生
活
基
盤
等
を
当
時
に
帰

し
て
考
え
な
く
て
は
．
是
亦
当
を
得
な
い

批
判
と
な
り
そ
う
で
な
ら
な
い
。
が
と

も
か
く
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

佐
藤
信
淵
の
著
書
は
現
在
何
処
に

蔵
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か

２

館
等
、
公
的
機
関
に
納
ま
っ
て
い
て
、
こ

れ
ら
の
分
は
今
後
殆
ど
移
動
す
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
又
書
名
別
に
詳
細
に

述
べ
る
躯
は
容
易
で
あ
る
が
こ
こ
に
は

唯
部
数
を
示
し
、
几
そ
を
知
っ
て
い
た

だ
く
事
と
し
た
い
。
詳
し
い
調
査
は
彌

高
抑
社
内
川
人
人
研
究
所
に
保
存
さ
れ

て
お
り
、
各
苫
の
部
分
写
真
も
見
る
事

は
出
米
る
。
尚
明
治
の
占
刊
行
本
も
含

む
。

ｌ
北
海
道
庁
八
価

２
北
海
道
札
幌
北
海
道
教
育
大
学
二

種

３
岩
手
県
立
図
書
館
二
種

４
宮
城
県
立
図
書
館
六
種
（
伊
達

家
よ
り
の
分
二
種
を
含
む
）

５
仙
台
市
東
北
大
学
二
九
穂
、
外

に
明
治
古
刊
本
五
種

６
仙
台
市
伊
連
家
三
種
（
但
し
今

は
宮
城
県
立
図
脅
館
へ
二
種
移
る
）

７
秋
田
県
立
図
書
館
四
一
極

８
旧
東
山
文
庫
、
落
穂
文
庫
そ
の
他

（
現
秋
田
県
立
図
書
館
蔵
）
八
種

《

川
越
重
昌

９
彌
高
文
庫
（
現
在
秋
田
県
立
図
書

館
蔵
）
六
五
二
種
（
但
し
書
状
、
愛

蔵
書
等
を
含
む
）

、
大
館
市
栗
盛
記
念
図
書
館
二
極

皿
秋
田
経
済
法
科
大
学
二
極

⑫
彌
高
神
社
五
種

⑬
秋
田
県
羽
後
町
（
西
馬
音
内
）
信

淵
文
庫
五
七
種
（
史
料
共
）

Ⅱ
秋
田
県
羽
後
町
郡
山
信
淵
文
庫

二
六
種
（
史
料
共
）

脂
秋
田
県
羽
後
町
柴
田
家
一
種

肥
福
島
県
立
図
諜
館
二
極

Ⅳ
福
島
大
学
一
徹
（
但
し
見
当
ら

ぬ
が
）

田
茨
城
大
学
二
諏

旧
水
戸
巾
常
盤
神
社
一
種

釦
水
戸
旧
彰
考
館
一
○
種
（
但
し

全
部
不
明
の
由
）

皿
栃
木
県
足
利
学
校
遺
蹴
図
書
館

一
種

蛇
埼
玉
県
川
越
市
立
図
評
館
一
穂

鍋
千
葉
県
立
中
央
図
謬
館
二
極

型
千
葉
県
佐
倉
高
校
一
種

路
千
葉
県
君
津
市
山
中
家
二
極

邪
千
葉
県
成
田
市
立
図
書
館
一
種

”
東
京
宮
内
庁
香
陵
部
二
○
種

躯
東
京
国
会
図
書
館
三
二
種

羽
東
京
公
文
番
館
（
旧
内
閣
文
庫
）

五
七
種

加
東
京
国
立
博
物
館
八
種

録

別
東
京
農
林
省
図
書
館
一
種

記
東
京
日
比
谷
図
書
館
二
一
種

認
東
京
東
大
図
書
館
二
九
種

別
東
京
東
大
農
経
学
部
六
種

弱
東
京
東
大
工
学
部
一
種

釦
東
京
東
大
史
料
編
纂
所
一
四
種

（
外
に
島
津
文
書
に
二
極
）

訂
東
京
教
育
大
学
九
種
（
現
筑
波

大
学
）

銘
東
京
早
稲
田
大
学
一
三
種

羽
東
京
慶
応
大
学
三
七
秘

如
東
京
学
習
院
図
書
館
一
睡

側
東
京
國
學
院
大
学
一
種

蛇
東
京
無
窮
会
文
庫
四
八
極

姐
東
京
騨
経
闇
文
庫
七
祇

卿
東
京
静
嘉
堂
文
庫
二
極

妬
東
京
お
茶
の
水
図
香
館
二
極

妬
東
京
旧
礫
川
文
庫
七
種
（
但
し

戦
災
焼
失
の
由
）

⑭
東
京
旧
海
軍
二
極
（
但
し
不
明
）

妃
東
京
旧
海
軍
兵
学
校
三
種
（
但

し
不
明
）

蛆
東
京
青
圃
文
庫
（
個
人
所
蔵
で
十

数
穂
）

則
東
京
安
斎
夷
氏
文
庫
（
右
同
じ
）

別
東
京
川
越
（
右
同
叶
兄
但
し
彌
高
神

社
へ
奉
納
予
定
）

記
富
山
県
立
図
許
館
一
稲

卵
石
川
金
沢
市
立
図
書
館
二
極

別
長
野
県
温
古
堂
丸
山
文
庫
四
種



研究所報1Ｊ 平成１年５１１１日

（
伍
し
古
件
店
へ
渡
っ
た
由
）

弱
及
野
雌
飯
Ⅲ
市
立
図
井
館
一
椰

駒
岐
阜
鼎
立
図
香
館
一
椰

印
静
岡
県
立
図
書
館
六
種

男
愛
知
県
禦
橋
市
民
文
化
会
館
一

価

胡
愛
知
以
西
尼
市
立
図
杵
館
川
靴

印
愛
知
県
刈
谷
市
立
図
書
館
四
極

団
愛
知
県
名
古
屋
大
学
図
書
館
一

種

⑰
愛
知
弘
名
古
尾
市
蓬
左
文
脈
几

諏
（
但
し
不
明
）

閉
愛
知
県
名
古
屋
市
村
野
文
服
二

種
（
但
し
不
明
）

図
三
砿
県
立
図
替
館
一
種

筋
伊
鰯
神
漕
文
叩
几
梛

筋
京
部
府
立
総
合
蘭
料
館
三
穂

、
京
都
大
学
図
書
館
一
四
煎

聞
京
都
大
学
経
済
学
教
室
四
極

的
京
都
大
学
文
学
部
歴
史
側
苫
館

一
上
祁

、
京
部
大
学
法
学
科
図
杵
室
二
郡

、
京
都
市
建
仁
寺
大
中
院
一
穂

だ
大
阪
府
立
凶
書
館
四
繭

ね
大
阪
巾
天
王
寺
図
紳
館
一
極

刑
大
阪
市
立
大
学
Ｎ
杵
航
六
祁

祀
大
阪
巾
武
田
製
薬
図
将
館
二
稲

乃
神
戸
大
学
六
甲
台
分
館
二
極

力
奈
良
県
天
理
市
天
理
図
書
館
一

一
節

慰乃
岡
山
県
加
山
市
立
郷
土
館
上
師

ね
岡
山
大
学
脚
部
館
一
四
和

別
広
島
大
坐
薗
評
館
一
種

別
広
島
市
栗
田
文
庫
二
種
（
但
し

不
明
）

配
山
口
県
文
評
館
一
創

飼
山
口
大
学
図
丼
館
一
二
梛

別
徳
島
県
立
図
評
館
一
種
（
戦
災

焼
失
）

餡
香
川
大
学
図
襟
館
二
穂

砺
愛
媛
宇
和
島
伊
述
家
文
叩
二
Ｏ

祁

飼
高
知
県
立
図
評
館
三
秘
（
但
し

焼
失
の
由
）

明
棡
岡
巾
九
州
大
衡
神
館
一
○

抓

的
佐
賀
皿
鹿
島
巾
緋
臘
稲
荷
神
社

二
極

卯
長
崎
県
立
図
書
館
一
穂

別
長
崎
県
島
原
巾
立
公
民
館
三
和

蛇
寓
崎
叺
延
岡
市
内
麟
家
一
柳

（
但
し
不
明
の
山
）

閉
鹿
児
島
県
立
Ｎ
番
飢
二
厭

叫
鹿
児
島
大
学
四
報

棚
遺

蛎
秋
川
巾
立
脚
将
伽
宝
祁

妬
丹
波
、
几
鬼
宗
一
祁

切
千
葉
市
旧
佐
藤
堅
司
氏
蔵
一
九

種
（
但
し
半
分
位
は
見
え
ず
）

□
そ
の
他
私
の
友
人
知
人
の
私
的
戯

旧
淵
著
凹
の
所
在
地
分
布
更

色

ワ

’一コ

慰

、

〃
。
補
州
莞
膨
獅

四
Ｎ

麓

ｒｌ
ｕ

､
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ま
だ
柵
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ

う
が
、
価
喫
な
も
の
は
岩
波
打
店
で
刊

行
さ
れ
た
佐
麟
傭
淵
家
学
会
典
三
巻
に
、

又
同
店
の
佐
藤
偲
淵
武
学
梁
上
中
二
巻

に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
下
巻
は
出
な
い

で
終
戦
と
な
っ
た
が
、
こ
の
分
は
未
刊

の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
活
字
化
さ
れ

た
も
の
は
編
者
の
近
く
に
あ
っ
た
善
本

を
底
本
と
し
二
、
三
を
校
合
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
例
え
ば
大
人
の
雌
も
大
切

に
さ
れ
た
「
鋳
造
化
育
鏑
」
一
報
で
み

て
も
、
異
本
が
十
二
秘
も
あ
り
、
そ
れ

ら
は
思
想
の
変
化
に
つ
れ
て
常
に
進
歩

改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
大
人
の
蒋
作
は

現
代
の
よ
う
に
何
版
と
か
改
訂
版
と
か

と
い
う
事
は
記
入
し
て
い
な
い
し
、
常

に
香
き
足
し
削
っ
て
完
成
さ
れ
て
い
っ

た
も
の
な
の
で
、
或
る
時
点
の
も
の
を

以
っ
て
の
み
論
考
さ
れ
る
と
、
ま
ま
真
意

を
あ
や
ま
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

聾
が
あ
る
が
加
え
ず
。

□
尚
時
々
古
僻
店
目
録
等
に
売
品
と

し
て
出
る
瓢
が
あ
る
。
明
治
刊
本
は

い
つ
も
若
干
は
店
頭
に
あ
る
。
但
し

高
価
。

公
立
公
開
図
書
分
は
殆
ど
請
求
番
号

を
付
し
て
彌
高
神
社
に
目
録
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
付
記
す
る
。

３

尚
御
存
知
の
「
国
香
総
目
録
」
に
掲

峨
さ
れ
て
い
る
大
人
の
著
件
は
そ
の
三

分
の
二
位
だ
ろ
う
か
。
未
刊
本
を
収
化

け
て
解
謎
し
て
も
、
従
来
の
大
人
の
恐

想
大
系
を
変
容
す
る
程
の
未
開
拓
部
分

は
も
う
照
い
か
と
思
う
か
、
大
人
が
為

そ
う
と
し
て
な
し
得
ず
に
生
命
終
え
た

思
想
の
芽
は
数
多
く
あ
る
よ
う
で
、
そ

れ
は
時
代
の
推
移
と
共
に
常
に
進
展
を

繰
返
し
て
い
た
大
人
の
著
作
の
特
色
の

一
つ
で
も
あ
る
。

生
涯
教
育
と
よ
く
耳
に
し
目
に
も
す

る
が
、
段
す
る
迄
乖
を
た
た
な
か
っ
た

大
人
こ
そ
生
涯
教
育
の
体
験
者
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
大
人
に
は
老
後
と
か

隠
居
と
か
と
い
う
人
生
の
区
画
は
な
か

っ
た
こ
と
を
、
今
自
分
が
そ
ん
な
年
齢

に
な
っ
て
常
に
む
ち
打
た
れ
は
げ
ま
さ

れ
る
こ
と
が
幸
せ
で
な
ら
な
い
。

平
成
元
年
四
月
五
日
記

（
本
所
研
究
所
員
）

緑 大
人
は
不
断
に
前
進
し
て
い
た
学
者
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
蔵

所
本
か
ら
旧
戯
者
逆
探
知
は
蔵
荷
印
奪

に
よ
っ
て
も
知
ろ
を
得
る
が
、
当
時
の

著
評
の
全
国
分
布
は
今
日
と
は
ま
た
変

っ
た
分
布
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

４

新
収
資
料

＊
平
田
鱒
胤
和
歌
短
冊

＊
秋
田
偉
人
絵
葉
暫
痢
一
例
平
田
鯨
胤

研
究
活
動

＊
「
平
田
篤
胤
の
農
学
思
想
」
｜
神
霊
能
奥

住
大
人
邇
神
号
拝
受
の
時
期
に
つ
い
て
」

卉
藤
認
胤
稿
「
佐
蔭
武
右
衛
門
家
相
伝

の
佐
藤
信
淵
大
人
に
関
わ
る
資
料
」
澁
谷

蛾
五
郎
穂
侭
・
旧
・
Ⅳ

＊
鋤
掴
「
平
田
鱒
胤
の
学
問
と
思
想
ｌ
郷
土

の
先
覚
を
ど
う
と
ら
え
る
か
’
一
齊
鰯
灘

胤
田
・
川
・
別
秋
川
賎
港
野
察
将
翻
斌

中
卿
掴
「
秋
田
人
の
平
川
阿
胤
評
」
掛
膿
瀞

胤
“
・
Ⅱ
・
幻
彌
商
会
館

＊
秋
田
県
指
定
文
化
財
「
平
田
鯆
胤
瞥
而
」

同
「
平
田
爾
胤
和
魂
漢
才
」
図
録
解
説
文

齊
纏
灘
胤
稿
川
・
畑
・
別

＊
鯛
・
肥
・
別
平
田
鱒
胤
大
人
命
墓
前
生

誕
祭

＊
餌
・
皿
。
Ⅳ
研
究
所
報
第
３
号
発
刊

＊
岡
。
、
。
”
第
３
回
学
術
文
化
識
摘
会

「
肖
像
画
に
み
る
戦
国
時
代
」
國
學
院
大

學
教
授
文
学
博
士
二
木
謙
一
彌
高
会
館

＊
侭
・
吃
。
３
～
４
第
枢
回
神
道
宗
教
学

会
学
術
大
会
参
加
間
學
院
大
學

＊
餌
・
吃
・
別
平
田
鱒
胤
大
人
関
係
遮
賦

地
図
改
打
第
四
版
鰯
災
発
行

＊
川
・
佃
・
的
銅
川
回
研
究
捌
従
盗
仙
会

欄
商
神
社
斎
館

研
究
所
紀
邨

鰊

平
田
箆
胤
大
人
屋
（
仮
称
）
Ⅲ
伽

秋
川
市
制
百
周
年
妃
念
秋
川
巾
が
レ
ン

ガ
郷
土
館
・
本
研
究
所
共
伽

９
月
皿
日
～
皿
月
５
日
（
予
定
）

股
示
内
容

人
物
像
に
関
す
る
６
の

著
述
に
関
す
る
６
の

思
想
に
関
す
る
６
の

遺
品

門
人
に
関
す
る
も
の

年
鐺
・
写
奥
他

川
越
画
昌
研
究
国
査
委
員
寄
圏
資
料

目
録
（
平
川
・
伽
・
別
現
在
総
点
数
）

閃
普
資
料
洋
装
本
一
○
○
六
点

和
装
本
二
四
○
点

寒
松
館
稲
川
得
斎
先
生
迎
蔵
什
並
日

蝕
（
和
装
本
）

一
四
四
点

古
文
刊
（
和
装
仮
縄
本
）

三
点

佐
繭
脇
淵
蒋
述
柵
本
拠
写
商
科

一
二
八
点

川
越
虹
、
研
究
調
従
ノ
ー
ト
二
三
点

佐
顧
信
淵
関
係
資
料
凋
在
写
真
帖
三
点

同
写
真
ガ
ラ
ス
原
版

八
八
点

佐
蕊
信
淵
著
述
醤
資
料
目
録
カ
ー
ド

（
二
○
○
○
枚
）

二
点

研
究
ノ
ー
ト
川
印

三
二
点

汁
一
七
五
七
点

大
人
原
画
高
橋
萬
年
正

＊
禰
高
神
社
旧
鎮
座
写
奥

＊
秋
田
砿
仰
国
学
の
大
人
平
田
獅
胤

原
稿

＊
秋
田
伽
人
総
菜
智
平
田
鯆
胤
大
人

八 八


