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は
し
が
き

我
が
国
は
、
国
土
の
約
三
分
の
二
が
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
森
林
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
森
林
は
、
木
材
を
は
じ
め
と
す
る
林

産
物
を
供
給
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
水
資
源
を
蓄
え
た
り
土
砂
災
害
を
防
止
し
た
り
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近

年
は
森
林
を
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
し
た
り
、
森
林
の
恵
み
を
再
認
識
す
る
機
会
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
我
が

国
固
有
の
「
木
」
の
文
化
を
継
承
し
な
が
ら
、
森
林
の
新
た
な
活
用
方
法
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
も
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
役
割
や
文
化
の
継
承
を
考
え
る
と
き
、
森
林
と
人
び
と
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
、
そ
の
な
か
で
人
び
と
が

営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
議
論
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

当
研
究
所
で
は
、
こ
れ
ら
森
林
と
人
び
と
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
の
行
政

機
関
や
史
料
保
存
機
関
、
さ
ら
に
は
山
間
地
域
の
旧
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
整
理
・
保
存
活
動
や
、
写
真
撮
影
に
よ
る
史

料
の
収
集
を
実
施
し
て
き
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）度
よ
り
実
施
し
て
い
る
内
木
哲

朗
氏
所
蔵
文
書
の
調
査
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
森
林
管
理
の
あ
り
方
や
、
地
域
に
暮
ら
す
人
び
と
の
生
活
の
様
相
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

内
木
家
は
江
戸
時
代
に
尾
張
藩
の
「
御
山
守
」
を
代
々
務
め
て
き
た
家
で
、日
記
を
は
じ
め
と
す
る
三
万
点
に
お
よ
ぶ
史
料
が
、

今
な
お
同
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
七
冊
目
と
な
る
本
冊
で
は
、『
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
─
江
戸
時
代
の
〝
か
し
も
生�

活
〟
③
─
』
と
題
し
て
、
加
子
母
村
の
人
び
と
が
生
ま
れ
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
二



代
目
の
御
山
守
だ
っ
た
内
木
彦
七
武
久
の
日
記
に
は
、
出
産
・
子
育
て
・
結
婚
・
病
気
な
ど
、
人
の
一
生
の
な
か
で
必
ず
遭
遇
す

る
出
来
事
に
つ
い
て
も
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
出
来
事
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
加
子
母
に
生
き
た
人
び
と
は
ど
の
よ
う

に
考
え
、
行
動
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
通
じ
て
、
江
戸
時
代
に
生
き
る
人
び
と
の
人
生
観
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
応
を
読

み
取
っ
て
い
た
だ
き
、
現
代
社
会
と
の
共
通
点
・
違
い
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
本
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
は
、
当
研
究
所
の
若
手
研
究
者
や
特
任
研
究
員
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
史
料
調
査
や
教
育
普
及
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
執
筆
者
各
位
と
と
も
に
、
調
査
等
で
い
つ
も
格
別
な
ご
配

慮
を
賜
っ
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木
哲
朗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

令
和
五
年
三
月

徳
川
林
政
史
研
究
所　
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は
じ
め
に

人
の
一
生
を
追
い
か
け
る

明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
一
一
月
、
加
子
母
村
の
内な

い

木き

彦ひ
こ

七し
ち

一
家
に
、
あ
る
縁
談
話
が
舞
い
込

み
ま
し
た
。
お
相
手
と
な
る
の
は
、
隣
村
の
付つ

け

知ち

村
に
住
む
《
紺こ

ん

屋や

》
の
次
男
坊
、
源げ

ん

太た

で
す
。

そ
の
源
太
の
嫁
と
し
て
、
彦
七
の
次
女
で
あ
る
お
ま
つ
を
是
非
と
も
貰
い
た
い
と
い
う
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
縁
談
と
い
う
と
、
当
人
の
意
思
と
無
関
係
に
進
め
ら
れ
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
ま
つ
の
縁
談
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
様
子
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
父
で

あ
る
彦
七
は
、
話
を
進
め
る
の
は
ま
ず
お
ま
つ
の
「
存ぞ

ん

念ね
ん

」（
考
え
）を
聞
い
て
か
ら
に
し
よ
う
と

い
い
、
さ
っ
そ
く
次
の
日
に
は
清せ

い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

が
お
ま
つ
に
縁
談
を
伝
え
、
気
持
ち
を
確
か
め
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
お
ま
つ
の
気
持
ち
を
確
か
め
て
い
る
清
十
郎
は
、
お
ま
つ
の
家
族
で
も
、
親
戚
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
彦
七
一
家
と
仲
の
良
い
ご
近
所
さ
ん
で
、
こ
の
縁
談
を
も
ち
こ
ん
だ
仲
人
で
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
後
も
お
ま
つ
の
縁
談
は
、
家
族
よ
り
も
む
し
ろ
清
十
郎
が
奔
走
す
る
形
で
話
が
進

め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
興
味
深
い
人
間
模
様
の
一
幕
は
、
岐ぎ

阜ふ

県
中な

か

津つ

川が
わ

市
加か

子し

母も

の
内
木
哲て

つ

朗ろ
う

家
に
残
さ



─ 2 ─

れ
た
、「
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

幷
な
ら
び
に

諸し
ょ

事じ

日に
っ

記き

」
と
い
う
日
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
木
家
は
、
加
子

母
村
の
草
分
け
と
し
て
庄
屋
を
務
め
、
江
戸
中
期
の
享

き
ょ
う

保ほ
う

一
五
年（
一
七
三
〇
）か
ら
は
、
尾
張
藩

の
「
御お

山や
ま

守も
り

」
を
務
め
た
家
で
す
。
日
記
の
筆
者
は
、
先
ほ
ど
お
ま
つ
の
父
と
し
て
紹
介
し
た
彦

七
で
す
。「
彦
七
」
と
い
う
の
は
、
内
木
家
の
当
主
が
代
々
襲
名
す
る
通
称
の
ひ
と
つ
で
、
日
記

の
筆
者
で
あ
る
彦
七
は
第
一
一
代
当
主
、
御
山
守
と
し
て
は
二
代
目
、
諱い

み
な（

実
名
）は
武た

け

久ひ
さ

と
い
い

ま
し
た
。

こ
の
第
一
一
代
当
主
の
彦
七
が
御
山
守
の
仕
事
や
日
々
の
諸
事
を
綴
っ
た
「
御
山
方
御
用
幷
諸

事
日
記
」（
以
下
、
日
記
と
記
載
）は
、
現
在
内
木
家
に
一
〇
冊
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
番
古
い
日
記

は
江
戸
中
期
の
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）の
も
の
で
、
つ
づ
い
て
明
和
二
年（
一
七
六
五
）・
同
四
年
・

同
五
年
・
同
六
年
・
同
八
年
・
同
九
年（
安
永
元
年
と
改
元
）・
安
永
二
年（
一
七
七
三
）・
同
三
年
・

同
四
年
と
、
や
や
飛
び
飛
び
な
が
ら
、
一
〇
年
分
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
彦
七
は
非
常
に

筆
ま
め
な
ひ
と
で
、
家
族
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
周
囲
で
起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
詳
細
に
書

き
残
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
、
内
木
家
を
は
じ
め
、
当
時
の
加
子
母
村
に
生
き
た
人
び
と
の

生
活
を
垣か

い

間ま

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

本
書
で
は
こ
の
魅
力
的
な
彦
七
の
日
記
を
紐
解
き
、
と
り
わ
け
人
び
と
の
「
一
生
」
を
追
い
か

け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
は
じ
め
に
示
し
た
縁
談
と
い
っ
た
重
大
事

は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
、
病
に
か
か
っ
て
困
っ
た
と
き
の
様
子
な
ど
、

（
1
）

シ
リ
ー
ズ
既
刊
で
は
九
冊
残
存

と
説
明
し
て
き
た
が
、
二
〇
二

一
年
に
明
和
四
年（
一
七
六
七
）

の
日
記
が
新
た
に
発
見
さ
れ
、

一
〇
冊
と
な
っ
た
。

（

（1
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ち
ょ
っ
と
し
た
日
々
の
様
子
も
取
り
上
げ
ま
す
。
人
生
の
重
大
事
だ
け
を
追
っ
て
も
、
人
の
一
生

は
な
か
な
か
み
え
て
き
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
と
お
し
、
当
時
の
人
び
と
の
一
生
を
思
い

浮
か
べ
て
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
人
の
一
生
を
追
い
か
け
る
に
あ
た
っ
て
目
を
向
け
た
い
の
は
、
当
時
の
加
子
母
に
お
け

る
家
族
や
親
類
・
縁
者
を
越
え
た
人
び
と
の
つ
な
が
り
で
す
。
先
ほ
ど
お
ま
つ
の
縁
談
に
登
場
し

た
清
十
郎
の
よ
う
に
、
日
記
か
ら
は
、
家
族
で
も
親
類
で
も
な
い
人
び
と
が
、
互
い
の
生
活
に
深

い
関
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
た
様
子
が
み
て
と
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
関
わ
り
合
い
は
、
歳

を
重
ね
、
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
周
り
の
人
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
起
き
て
い
く
な
か
で
、
広
が
り

を
み
せ
て
い
く
も
の
で
し
た
。
つ
ま
り
人
の
一
生
を
追
い
か
け
る
こ
と
は
、
地
域
の
人
び
と
の
暮

ら
し
や
、
そ
の
つ
な
が
り
を
み
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
側
面
や
、
地
域
に
お
け
る
人
び
と
の
つ
な
が
り
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当

て
な
が
ら
、
加
子
母
の
人
た
ち
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
そ
の
生
を
全
う
す
る
ま
で
の
一
端
を
、

本
書
で
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

彦
七
一
家

話
を
は
じ
め
る
前
に
、
彦
七
一
家
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

日
記
の
著
者
で
あ
る
彦
七
は
《
桑く

わ

原ば
ら

》
と
い
う
屋
号
で
呼
ば
れ
る
家
で
、
妻
と
長
男
夫
婦
と
孫

（
2
）

彦
七
の
家
族
や
「
一
家
中
」
に

つ
い
て
の
詳
細
は
、
太
田
尚
宏

『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　
尾
張

藩
の
林
政
と
森
林
文
化
2　

山

村
の
人
・
家
・
つ
き
あ
い
─
江

戸
時
代
の
〝
か
し
も
生
活
〟
①

─
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明

会
徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇

二
〇
年
）参
照
。

（

（2
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二
人
、
次
男（
の
ち
別
家
）・
次
女
、
そ
し
て
一
〜
二
名
の
年
季
奉
公
人
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

日
記
を
書
い
て
い
た
頃
、彦
七
は
五
〇
歳
代
か
ら
六
〇
歳
代
前
半
ぐ
ら
い
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

彦
七
の
妻
は
「
か
ゝ
」
も
し
く
は
「
ば
ゝ
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
残
念
な
が
ら
名
前
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
彦
七
の
妻
だ
け
で
な
く
、
日
記
に
は
誰
か
の
妻
が
「
清せ

い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

内な
い

」
や
「
徳
次
郎
か
ゝ
」

と
い
っ
た
形
で
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
女
性
の
名
前
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
は
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。

つ
ぎ
に
、
彦
七
と
「
か
ゝ
」
の
長
男
で
あ
り
内
木
家
の
跡
継
ぎ
と
な
る
の
が
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

で
、
そ

の
妻
お
い
く
と
の
間
に
は
孫
太
郎
・
亀
之
助
と
い
う
二
人
の
子
が
い
ま
し
た
。
つ
づ
い
て
次
男
は

武
助（
武
右
衛
門
）、
次
女
は
お
ま
つ（
お
み
よ
・
お
し
げ
）で
す
。
名
前
が
い
く
つ
か
あ
る
の
は
、
改

名
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。
当
時
の
加
子
母
の
人
た
ち
は
何
か
の
折
に
名
前
を
か
え
て
い
て
、
お
ま

つ
の
よ
う
に
複
数
回
改
名
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
彦
七
と
一
緒
に
住
む
人
び
と
で
す
が
、
彦
七
の
妹
で
あ
る
お
つ
ね
と
、
お
つ
ね
と
同
居

し
て
い
る
彦
七
の
「
母は

は

人び
と

」（
母
親
）、
そ
し
て
お
嫁
に
い
っ
た
彦
七
の
長
女
お
そ
よ
と
そ
の
親
類
・

縁
者
な
ど
と
も
、
日
頃
か
ら
親
密
な
付
き
合
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
家
族
同
然
に
つ
き

あ
い
の
あ
る
親
類
・
縁
者
を
、「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」

と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
一
家
中
の
存
在
が
人
の
一

生
を
み
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
書
で
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ

う
な
一
家
中
を
越
え
た
つ
な
が
り
に
も
目
を
向
け
、
日
記
を
紐
解
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
3
）

も
っ
と
も
古
い
日
記（
宝
暦
一

三
年
）で
は
二
九
歳
、
最
後
の

日
記（
安
永
四
年
）で
は
四
一

歳
。
二
五
歳
の
頃
に
長
男
孫
太

郎
を
も
う
け
て
い
る
。

（

（3

（
4
）

も
っ
と
も
古
い
日
記（
宝
暦
一

三
年
）で
は
二
五
歳
、
最
後
の

日
記（
安
永
四
年
）で
は
三
七
歳
。

（

（4
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図1　彦七の「一家中」推定系図（太田尚宏氏作成）

註：�名前は最終段階のもの。［　］内は、「御用留」「御山方御用幷諸事日記」で
記されたその他の名前・呼称である。
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1
　
子
ど
も
の
誕
生
と
成
長

（
1
）　
子
ど
も
の
成
長
と
種
々
の
お
祝
い

彦
七
に
は
、
長
男
善
右
衛
門
の
子
の
孫
太
郎
・
亀
之
助
、
次
男
武
助
の
子
の
万
之
助
・
恒
吉
、

娘
お
そ
よ
の
子
の
友
次
郎
・
九
十
郎
と
い
う
六
人
の
孫
が
い
ま
し
た
。
ま
た
、
彦
七
の
妹
お
つ
ね

の
孫（
善
六
・
お
い
わ
の
子
）で
あ
る
亀
太
郎
も
、
ほ
と
ん
ど
自
分
の
孫
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
こ
こ

で
は
こ
う
し
た
彦
七
の
孫
た
ち
の
誕
生
や
、
成
長
の
様
子
を
、
日
記
か
ら
追
い
か
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

万
之
助
の
誕
生

明
和
八
年（
一
七
七
一
）一
二
月
の
あ
わ
た
だ
し
い
年
の
瀬
に
、
彦
七
の
五
人
目
の
孫
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
明
和
七
年
に
《
桑く

わ

野の

屋や

》
と
し
て
独
立
し
た
彦
七
の
次
男
で
あ
る
武
助
と
妻
お
し
の
の

初
め
て
の
子
ど
も
で
す
。
の
ち
万
之
助
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
の
子
が
産
ま
れ
た
の
は
「
鶏け

い

鳴め
い

前ま
え

」、

す
な
わ
ち
辺
り
が
真
っ
暗
な
夜
明
け
前
で
し
た
。
厳
寒
の
な
か
「
お
し
の
只た

だ

今い
ま

令あ
ん

安ざ
ん

産せ
し
む」
こ
と

を
《
桑
野
屋
》
の
奉
公
人
で
あ
る
久
米
蔵
が
す
ぐ
さ
ま
報
せ
に
き
て
、
長
男
善
右
衛
門
の
妻
お
い
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く
は
、
さ
っ
そ
く
《
桑
野
屋
》
へ
駆
け
つ
け
て
い

ま
す
。
彦
七
も
起
き
て
報
せ
を
聞
い
て
い
た
よ
う

で
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
、
寝ね

惚ぼ
け

眼ま
な
こで

お
め
で
た
い
報
せ
を
待
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん（
明
和
八
年
一
二
月
二
〇
日
）。

少
し
時
を
遡

さ
か
の
ぼり
、
も
う
間
も
な
く
お
し
の
の
出

産
だ
ろ
う
と
い
う
頃
の
日
記
を
み
る
と
、
武
助
が

子
の
誕
生
に
向
け
て
い
ろ
い
ろ
と
準
備
を
し
て
い

る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
お
産
や
そ

の
後
の
お
祝
い
の
た
め
に
、「
縁へ

り

取と
り

」（
へ
り
を
つ
け

た
茣ご

蓙ざ

）や
昆
布
な
ど
を
調
達
し
て
い
ま
す
。
そ
の

前
日
に
は
武
助
が
、
善
右
衛
門
の
遣
い
で
小お

郷ご

へ

い
く
予
定
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
断
っ
て
い
る
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。
小
郷
は
村
内
で
は
あ
り
ま
す
が
、

徒
歩
で
一
時
間
半
程
度
と
、
そ
こ
そ
こ
な
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
時
間
が
あ
れ
ば
、
出
産
に

向
け
た
準
備
を
し
た
り
、
お
し
の
の
側
に
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
、
武
助
の
心
配
り
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
武
助
と
お
し
の
は
大
変
仲
の
良
い
夫
婦
の
よ
う
に
み
え
る
で
し
ょ
う

（
5
）

明
和
八
年（
一
七
七
一
）日
記
、

一
二
月
一
五
日
条
。

（

（5
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か
。
し
か
し
、
二
人
は
婚
姻
当
初
か
ら
喧
嘩
を
繰
り
返
し
、
一
時
期
に
は
周
囲
が
離
縁
を
認
め
る

ほ
ど
関
係
が
悪
化
し
て
い
ま
し
た
。
あ
わ
や
離
縁
と
い
う
と
き
、
二
人
の
「
か
す
が
い
」
と
な
っ

た
の
が
万
之
助
で
し
た
。
彦
七
は
万
之
助
の
誕
生
に
「
母ぼ

子し

共と
も

息そ
く

災さ
い

に
て
殊こ

と
ニ
男だ

ん

子し

之の

由よ
し

申も
う
し

聞き
け

大た
い

慶け
い

」（
母
子
と
も
に
無
事
で
あ
り
、
し
か
も
男
子
と
い
う
こ
と
で
大
変
め
で
た
い
）と
喜
び
を
あ
ら
わ
に
し

て
い
ま
す
。
彦
七
に
と
っ
て
は
久
し
ぶ
り
の
孫
で
、
分
家
の
後
継
ぎ
で
す
か
ら
、
そ
の
誕
生
が
嬉

し
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、「
か
す
が
い
」
と
な
る
子
が
無
事
生
ま
れ
た
こ
と
に
、
ほ
っ
と
す
る
気
持

ち
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

死
と
と
な
り
あ
わ
せ

さ
て
、
万
之
助
誕
生
の
三
年
後
に
は
次
男
の
恒
吉
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
恒
吉
の
出
産
の

と
き
は
、
お
し
の
の
臨
月
に
あ
た
り
、
武
助
が
彦
七
に
「
御ご

立り
ゅ
う

願が
ん

」
を
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に

と
お
願
い
す
る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
立
願
は
神
仏
に
願
を
か
け
る
こ
と
で
、
彦
七
は
頼
ま
れ
る

と
す
ぐ
に
「
立
願
帳
」
を
認
め
、《
桑
野
屋
》
へ
届
け
さ
せ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
立
願
を
頼
ま
れ
た
の
は
、
彦
七
が
古こ

神し
ん

道と
う

に
通
じ
た
人
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
出

産
に
際
し
彦
七
が
吉
凶
を
占
っ
て
い
る
様
子
も
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
彦
七
の
妹
の
お
つ
ね
夫
婦
の

長
女
で
あ
る
《
中な

か

洞ぼ
ら

》
の
お
い
わ
が
妊
娠
中
も
、
臨
月
と
い
う
話
を
聞
い
て
自
ら
占
い
を
し
て
い

ま
す
。
結
果
は
「
母ぼ

子し

安や
す

ク
無

わ
ず
ら
い

煩な
く

産う
む

も
や
す
し
」
と
出
て
、
彦
七
は
そ
れ
を
喜
び
、
お
つ
ね
た

（
6
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

三
月
二
一
日
条
。

（

（6

ち
に
も
知
ら
せ
ま
し
た
。
お
い
わ
は
二
年
前
に
も
女
児
を
も
う
け
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
一
年

た
ら
ず
で
夭よ

う

折せ
つ

し
て
い
ま
す
。
彦
七
が
占
い
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
姪
っ
子
可
愛
さ
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
そ
う
し
た
気
が
か
り
な
背
景
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
幼
く
し
て
子
ど
も
が
命
を
お
と
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
然
、
母
親
に
と
っ
て
も

出
産
は
死
と
と
な
り
あ
わ
せ
で
す
。
彦
七
の
妻
「
か
ゝ
」
の
親
類
で
あ
る
《
川か

わ

辺べ

》
の
お
た
つ
は

出
産
の
三
日
後
に
「
血ち

心ご
こ
ろ」（

産
婦
に
み
ら
れ
る
出
血
）を
起
こ
し
、
報
せ
を
受
け
た
お
た
つ
の
兄
勘か

ん

兵べ

衛え

は
、
慌
て
て
《
川
辺
》
へ
駆
け
つ
け
て
い
ま
す
。
翌
日
「
か
ゝ
」
や
善
右
衛
門
も
様
子
を
見

に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
お
た
つ
の
容
体
が
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
お
七
夜
ま
で
「
か
ゝ
」
が
《
川

辺
》
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
結
局
二
〇
日
に
お
七
夜
が
お
こ
な
わ
れ
た
後
も
お
た
つ

は
依
然
と
し
て
体
調
が
よ
く
な
い
状
態
で
し
た
が
、
二
二
日
に
は
よ
う
や
く
快
気
し
、
彦
七
も
胸

を
撫
で
下
ろ
し
て
い
ま
す
。

母
親
の
体
調
が
悪
い
場
合
な
ど
に
は
、
誰
か
に
乳ち

親お
や

を
頼
む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
お
し
の
が
恒
吉
を
産
ん
だ
際
は
、《
岩
屋
》
の
お
ぎ
ん
に
乳
親
を
頼
ん
で
い
ま
す
。
乳

親
は
最
近
子
を
生
ん
だ
人
に
し
ば
ら
く
乳
を
貰
い
、
乳
親
の
特
別
な
保
護
の
も
と
、
新
生
児
の
無

事
な
成
長
を
願
う
も
の
で
す
。
特
別
な
習
わ
し
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
述
の
と
お
り

恒
吉
の
出
産
に
あ
た
っ
て
は
、
武
助
が
彦
七
に
占
い
を
頼
ん
で
い
ま
す
。「
か
ゝ
」
も
恒
吉
の
誕

生
前
か
ら
《
桑
野
屋
》
に
足
繁
く
通
っ
て
い
て
、も
し
か
し
た
ら
お
し
の
の
体
調
に
不
安
が
あ
り
、

（
7
）

同
右
、
八
月
七
日
条
。

（

（7

（
8
）

明
和
六
年（
一
七
六
九
）日
記
、

九
月
一
七
日
条
。

（

（8
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ち
に
も
知
ら
せ
ま
し
た
。
お
い
わ
は
二
年
前
に
も
女
児
を
も
う
け
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
一
年

た
ら
ず
で
夭よ

う

折せ
つ

し
て
い
ま
す
。
彦
七
が
占
い
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
姪
っ
子
可
愛
さ
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
そ
う
し
た
気
が
か
り
な
背
景
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
幼
く
し
て
子
ど
も
が
命
を
お
と
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
然
、
母
親
に
と
っ
て
も

出
産
は
死
と
と
な
り
あ
わ
せ
で
す
。
彦
七
の
妻
「
か
ゝ
」
の
親
類
で
あ
る
《
川か

わ

辺べ

》
の
お
た
つ
は

出
産
の
三
日
後
に
「
血ち

心ご
こ
ろ」（

産
婦
に
み
ら
れ
る
出
血
）を
起
こ
し
、
報
せ
を
受
け
た
お
た
つ
の
兄
勘か

ん

兵べ

衛え

は
、
慌
て
て
《
川
辺
》
へ
駆
け
つ
け
て
い
ま
す
。
翌
日
「
か
ゝ
」
や
善
右
衛
門
も
様
子
を
見

に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
お
た
つ
の
容
体
が
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
お
七
夜
ま
で
「
か
ゝ
」
が
《
川

辺
》
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
結
局
二
〇
日
に
お
七
夜
が
お
こ
な
わ
れ
た
後
も
お
た
つ

は
依
然
と
し
て
体
調
が
よ
く
な
い
状
態
で
し
た
が
、
二
二
日
に
は
よ
う
や
く
快
気
し
、
彦
七
も
胸

を
撫
で
下
ろ
し
て
い
ま
す
。

母
親
の
体
調
が
悪
い
場
合
な
ど
に
は
、
誰
か
に
乳ち

親お
や

を
頼
む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
お
し
の
が
恒
吉
を
産
ん
だ
際
は
、《
岩
屋
》
の
お
ぎ
ん
に
乳
親
を
頼
ん
で
い
ま
す
。
乳

親
は
最
近
子
を
生
ん
だ
人
に
し
ば
ら
く
乳
を
貰
い
、
乳
親
の
特
別
な
保
護
の
も
と
、
新
生
児
の
無

事
な
成
長
を
願
う
も
の
で
す
。
特
別
な
習
わ
し
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
述
の
と
お
り

恒
吉
の
出
産
に
あ
た
っ
て
は
、
武
助
が
彦
七
に
占
い
を
頼
ん
で
い
ま
す
。「
か
ゝ
」
も
恒
吉
の
誕

生
前
か
ら
《
桑
野
屋
》
に
足
繁
く
通
っ
て
い
て
、も
し
か
し
た
ら
お
し
の
の
体
調
に
不
安
が
あ
り
、

（
7
）

同
右
、
八
月
七
日
条
。

（

（7

（
8
）

明
和
六
年（
一
七
六
九
）日
記
、

九
月
一
七
日
条
。

（

（8
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周
囲
の
手
を
借
り
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ほ
か
に
も
、
彦
七
が
御お

山や
ま

守も
り

と
し
て
登
山
中
に
は
、
杣そ

ま

頭が
し
らの

銀
蔵
が
、
弟
金
助
の
妻
が
産
後
に

「
至し

極ご
く

大た
い

切せ
つ

」（
危
篤
）で
あ
る
と
い
う
報
せ
を
受
け
、
急
遽
下
山
し
た
と
い
う
記
述
な
ど
も
み
ら
れ

ま
す
。
母
子
と
も
に
健
や
か
で
い
る
こ
と
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
難
し
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

お
七
夜
と
子
の
名
付
け

無
事
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
の
ち
は
、「
産う

ぶ

や
し
な
ひ
」（
産
養
い
）と
呼
ば
れ
る
祝
宴
が
何
度
か
お

こ
な
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
武
助
・
お
し
の
夫
婦
の
次
男
で
あ
る
恒
吉
は
、
生
ま
れ
た
次
の
日

と
三
日
目
・
七
日
目
に
産
養
い
を
催
し
て
い
ま
す
。
七
日
目
の
お
祝
い
は
、
現
在
で
も
お
こ
な
わ

れ
る
お
七
夜
で
す
。
日
記
を
み
る
と
、
恒
吉
の
「
七
夜
祝
ひ
」
に
あ
た
っ
て
は
、
彦
七
夫
婦
と
安

次
郎
の
ほ
か
、
お
し
の
の
母
や
ご
近
所
の
女
性
た
ち
が
参
加
し
、
木
綿
や
掻か

い

餅も
ち

な
ど
、
種
々
の
品

を
贈
り
お
祝
い
し
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
お
お
む
ね
女
性
や
子
ど
も
の
み
が
参
加
す
る
お

祝
い
で
、
参
加
者
の
女
性
の
な
か
に
は
、
出
産
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
も
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
産
養
い
は
、
子
の
誕
生
を
祝
い
、
妻
子
の
無
病
息
災
を
祈
る
意
味
を
も
つ
と
と
も
に
、

「
ケ
ガ
レ
」
の
一
段
階
が
過
ぎ
る
と
き
で
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
霊
界
と

（
9
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

三
月
三
〇
日
条
。

（

（9

（
10
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

八
月
一
六
日
条
。

（

（10

（
11
）

長
男
善
右
衛
門
の
長
男
。
孫
太

郎
。

（
12
）

ぼ
た
餅
の
こ
と
。

（
13
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

四
月
六
日
条
。

（

（11

（

（12

（

（13
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も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
人
間
界
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
子
を
生
ん
だ
ば
か
り
の
母
と
、
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
子
は
、
と
も
に
ケ
ガ
レ
の
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
産

を
ケ
ガ
レ
と
し
て
忌
む
考
え
は
現
代
で
は
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
で
す
が
、
出
産
に
あ
た
っ
て

母
も
子
も
命
を
落
と
す
危
険
性
が
高
か
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
た
よ
う
で
す
。

と
り
わ
け
子
の
誕
生
か
ら
三
〜
七
日
頃
ま
で
は
危
険
が
高
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
七
日
た
て
ば

ひ
と
ま
ず
安
心
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
か
、
加
子
母
で
は
お
七
夜
に
子
ど
も
の
名
付
け
を
し
て

い
ま
す
。
恒
吉
の
お
七
夜
で
は
産
湯
に
つ
け
た
あ
と（「
湯ゆ

浴あ
び

セ
」）、
産う

ぶ

髪が
み

を
剃
っ
た
う
え
で（「
産
髪

た
れ
」）、「
恒
吉
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
付
け
ら
れ
た
名
前
を
紙
に
書
き
、
そ
の
紙
で
「
う
ぶ
が
ミ
」

と
「
ほ
そ
の
を
」（
臍
の
緒
）を
包
み
、
父
の
武
右
衛
門（
武
助
）に
渡
し
た
と
も
あ
り
ま
す
。
明
和
八

年（
一
七
七
一
）の
万
之
助
の
お
七
夜
で
も
「
う
ぶ
髪が

み

剃そ
り

、
万ま

ん

之の

助す
け

と
名な

付づ

ケ
申

も
う
す

也な
り

」
と
あ
り
、
彦

七
が
孫
た
ち
の
名
付
け
親
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ケ
ガ
レ
を
め
ぐ
る
習
俗

こ
う
し
て
お
七
夜
を
迎
え
忌い

み

は
少
し
ず
つ
明
け
て
い
き
ま
す
が
、
母
子
と
も
に
ふ
つ
う
の
生
活

に
戻
れ
る
の
は
ま
だ
先
で
す
。
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
も
ふ
れ
た
彦
七
の
姪
お
い
わ
は
、
そ
の
後
安

永
三
年（
一
七
七
四
）八
月
一
〇
日
に
無
事
出
産
を
迎
え
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
機は

た

織お

り
を
は
じ
め
よ

う
と
し
て
止
め
ら
れ
た
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。

（
14
）

明
和
八
年（
一
七
七
一
）日
記
、

一
二
月
二
七
日
条
。

（
（14
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此こ
の

節せ
つ

亀か
め

太た

郎ろ
う

は
た
道ど

う

具ぐ

取と
り

ニ
来き

た
り、

お
い
わ
機は

た

織お
り

候
そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
ば
ゝ
へ
及そ

う

相だ
ん
に

談
お
よ
び

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

七し
ち

十じ
ゅ
う

五ご

日に
ち

ハ
産う

む

者も
の

ニ
は
た
お
と
き
か
せ
不

も
う
さ

申ざ
る

様よ
う

申も
う
し

伝つ
た

へ
候

そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
け

候
そ
う
ろ
う

付に
つ
き、

い
ま
た
二ふ

タ
七し

ち

や
も
不ふ

足そ
く

儀の
ぎ

ニ
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

先ま

ツづ

自じ

分ぶ
ん

は
た
織お

り

申も
う
す

儀ぎ

ハ
差さ

し

止と

メ
可

し
か
る

然べ
き

旨む
ね

此こ
の

段だ
ん

申も
う
し

返か
え
し、

辞や
め

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

冨と
み

田だ

へ
安や

す

次じ

郎ろ
う

ニ
申

も
う
し

遣
つ
か
わ
し

候そ
う
ろ
う（

安
永
三
年
八
月
二
一
日
）

お
い
わ
の
長
男
の
亀
太
郎
が
、
彦
七
の
家
に
お
遣つ

か

い
と
し
て
機
織
り
の
道
具
を
取
り
に
き
ま
し

た
。
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
お
い
わ
は
出
産
を
終
え
た
ば
か
り
な
の
に
、
も
う
機
織
り
を
始
め
る

と
い
い
ま
す
。
彦
七
は
こ
の
こ
と
が
気
に
な
り
、
妻
で
あ
る
「
ば
ゝ
」
に
相
談
し
ま
す
。
す
る
と

「
ば
ゝ
」
は
「
子
ど
も
を
産
ん
だ
者
に
七
五
日
間
は
機
織
り
の
音
を
聞
か
せ
な
い
よ
う
に
と
い
う

言
い
伝
え
が
あ
る
」
と
い
い
、
ま
だ
出
産
か
ら
「
二
タ
七
や
」（
一
四
日
）も
経
っ
て
い
な
い
の
だ
か

ら
、
ひ
と
ま
ず
お
い
わ
自
身
で
織
る
の
は
や
め
さ
せ
た
方
が
い
い
、
と
答
え
ま
し
た
。
彦
七
は
こ

れ
を
聞
き
、
さ
っ
そ
く
お
い
わ
の
両
親
の
家
で
あ
る
《
冨と

み

田だ

》
へ
孫
の
安
次
郎
を
や
っ
て
、
こ
の

こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

老
齢
の
「
ば
ゝ
」
が
言
い
伝
え
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
話
で
す
が
、
い
ま
の
と

こ
ろ
、
こ
の
「
機
織
り
の
音
を
聞
か
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
習
わ
し
に
つ
い
て
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
七
五
日
と
い
う
の
は
産
み
の
忌
が
明
け
る
日
数
と
し
て
よ
く
あ
る
一
つ
で
す

の
で
、
ケ
ガ
レ
の
観
念
に
根
ざ
す
習
わ
し
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
産
婦

の
ケ
ガ
レ
を
嫌
が
っ
て
機
屋
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
る
な
ら
と
も
か
く
、
音
を
聞
か
せ
て
い
け
な
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い
と
い
う
の
は
、
ケ
ガ
レ
云
々
だ
け
が
背
景
に
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
機
織
り
の
音
を

聞
い
て
仕
事
を
思
い
出
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
距
離
を
と
ら
せ
る
と
い
う
、
産
婦
を
労い

た
わる

意
味

合
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

産
屋
明
き
と
歩
行
初
め

七
五
日
と
い
う
日
数
に
ふ
れ
ま
し
た
が
、
産
の
忌
み
は
生
児
よ
り
産
婦
が
重
く
、
一
般
的
に
子

ど
も
は
三
〇
日
前
後
、
母
親
は
七
五
日
と
い
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
お
産
の
重
さ
や
子
ど
も
の
性
別

な
ど
に
よ
っ
て
期
間
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
く
わ
え
て
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
も
そ
の
長
短
は

さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。

ま
た
、
そ
う
し
た
忌
の
明
け
る
過
程
と
、
成
育
儀
礼
は
不
可
分
で
す
。
日
記
に
は
、
お
七
夜
に

つ
づ
き
、
産う

ぶ

屋や

明
き（
産
屋
上あ
が

り
と
も
）、
歩あ

る

行き

初ぞ

め
、「
お
し
め
」
お
ろ
し
、
お
宮
参
り
と
い
っ
た

儀
礼
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
母
子
が
日
常
に
戻
っ
て
い
く
姿
が
み
ら
れ
ま
す
。

産
屋
明
き
は
、
産
婦
が
産
の
忌
を
終
え
て
日
常
生
活
に
戻
る
こ
と
で
す
。「
産
屋
」
は
も
と
も

と
産
婦
が
ケ
ガ
レ
を
も
ち
こ
ま
な
い
よ
う
、
別
に
生
活
を
送
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
小
屋
の
こ
と

で
す
が
、
小
屋
を
建
て
ず
、
納
戸
や
土
間
に
産
室
を
設
け
る
場
合
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。

日
記
を
み
る
か
ぎ
り
、
産
屋
明
き
の
お
祝
い
は
早
け
れ
ば
産
後
二
〇
日
前
後
、
遅
け
れ
ば
九
〇

日
程
度
で
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
一
度
だ
け
で
な
く
、
親
し
い
ひ
と
た
ち
に
よ
っ
て
何
度
も
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開
催
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
産
屋
明
き
も
お
七
夜
と
同
じ
く
お
お
む
ね
女
性
や
子
ど
も
が
参
加

す
る
も
の
で
、
掻
餅
な
ど
を
贈
っ
て
お
祝
い
す
る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。

産
屋
明
き
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
歩
行
初
め
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
安
永
三
年
三
月
一
五

日
に
は
《
川
辺
》
の
お
た
つ
が
子
を
抱
え
て
彦
七
家
を
訪
れ
、
掻
餅
を
配
っ
て
い
ま
す
。
歩
行
初

め
は
ふ
つ
う
幼
児
が
歩
き
は
じ
め
る
こ
と
や
そ
の
お
祝
い
を
い
い
ま
す
が
、
お
た
つ
は
二
月
六
日

に
出
産
し
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
子
ど
も
が
歩
け
る
時
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
生
後
二
〇

〜
四
〇
日
程
度
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
頃
の
加
子
母
に
お
い
て
歩
行
初
め
は
、
お
母
さ

ん
が
初
め
て
赤
子
を
み
せ
に
連
れ
歩
き
、
挨
拶
す
る
習
わ
し
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
宮
参
り

こ
の
歩
行
初
め
の
よ
う
に
、
彦
七
の
書
き
残
し
た
当
時
の
習
わ
し
は
、
現
代
に
言
葉
は
残
っ
て

い
て
も
そ
の
内
実
が
異
な
っ
た
り
、
何
を
意
味
す
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
は
っ
き
り
し
な
い
習
俗
の
一
つ
に
、「
お
し
め
」
お
ろ
し
が
あ
り
ま
す
。
武
助
・
お
し
の

夫
婦
の
長
男
万
之
助
が
「
産う

ぶ

宮み
や

様さ
ま

」
へ
詣
で
る
お
宮
参
り
の
九
日
前
、
日
記
に
「
此こ

の

朝あ
さ

門も
ん

井い

戸ど

ニ

お
し
め
お
ろ
す
也な

り

」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
お
宮
参
り
前
日
に
は
「
お
し
め
」
を

「
産
宮
様
」
に
も
っ
て
い
か
せ
た
と
あ
り
ま
す
の
で
、「
お
し
め
」
を
お
ろ
す
と
い
う
の
は
万
之
助

の
お
宮
参
り
に
関
す
る
こ
と
で
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

（
15
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

正
月
一
六
日
条
。

（
16
）

同
右
、
正
月
二
四
日
条
。

（

（15

（

（16
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赤
子
、
お
し
め
、
と
い
う
と
オ
ム
ツ
を
連
想
し
ま
す
が
、
ど
う
も
「
お
し
め
」
は
忌
の
期
間
、

産
屋
や
産
室
に
張
り
巡
ら
せ
た
注し

連め

縄な
わ

を
指
す
よ
う
で
す
。
彦
七
家
に
は
門
側
に
井
戸
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
注
連
縄
を
そ
の
井
戸
に
垂
れ
さ
げ
て
清
め
、
産
宮
に
お
さ
め
た
う
え
で
お
参
り
す
る

と
い
う
習
わ
し
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
誕
生
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
五
日
目
に
あ
た
る
日
、
万
之
助
の
お
宮
参
り
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
日
記
に
は
「
お
し
の
万ま

ん

之の

助す
け

抱か
か
え

来き
た

り
、
清せ

い

十じ
ゅ
うた
の
ミ
産う

ぶ

宮み
や

様さ
ま
江へ
か
ゝ
も
附つ

き

添そ
い

参さ
ん

詣け
い

申も
う
す」
と
あ
り
、
お
し
の
が
万
之
助
を
抱
っ
こ
し
て
き
て
、
彦
七
の
家
に
訪
れ
て
い
た
近
所
の
清
十

（
清
十
郎
）に
万
之
助
の
お
宮
参
り
を
頼
み
、
そ
れ
に
「
か
ゝ
」
も
付
き
添
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
清
十
郎
が
頼
ま
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
お
し

の
・
武
助
夫
婦
の
仲
人
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

お
宮
参
り
ま
で
に
母
親
の
忌
が
明
け
ず
、
仲
人
や

産
婆
、
姑
な
ど
が
赤
子
を
抱
え
て
お
宮
参
り
を
す

る
こ
と
は
、
当
時
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
お
宮
参
り
に
あ
た
っ
て
万
之
助
が
着
た

晴
れ
着（
産
着
）は
、
染
物
屋
で
あ
る
紺
屋
に
「
祝い

わ

ひ
之の

紋も
ん

」
を
つ
け
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
吉
日
を
選

ん
で
布
を
裁た

ち
、
次
女
の
お
ま
つ
が
縫
っ
た
も
の

（

（17

（
17
）

同
右
、
正
月
二
五
日
条
。
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で
し
た
。
幼
け
れ
ば
幼
い
ほ
ど
命
を
落
と
し
や
す
い
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
の
か
、縁
起
を
担
ぎ
、

数
々
の
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

髪
置
き
・
前
髪
落
し
・
元
服

さ
て
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
一
段
落
す
る
と
、
ひ
と
ま
ず
安
心
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
か
、
子

ど
も
の
成
育
儀
礼
は
少
し
間
を
あ
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
記
に
は
、
生
ま
れ

て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
く
ら
い
に
お
こ
な
わ
れ
る
誕
生
祝
い
の
ほ
か
、
男
児
の
成
育
儀
礼
と
し

て
髪
置
き
、
前
髪
落
し
、
元
服
が
み
ら
れ
ま
す
。

男
児
の
成
育
を
め
ぐ
る
一
連
の
儀
礼
に
お
い
て
、
重
要
な
の
は
髪
型
で
す
。
江
戸
時
代
に
お
い

て
は
、
赤
ん
坊
の
頃
は
髪
を
剃
り
続
け
て
坊
主
に
し
、
少
し
大
き
く
な
っ
て
か
ら
髪
を
生
や
し
始

め
ま
す
。
そ
の
後
ど
こ
に
髪
を
生
や
す
か
、
生
え
際
を
い
か
に
剃
る
か
な
ど
に
は
い
ろ
い
ろ
と
違

い
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
前
髪
を
も
う
け
た
形
の
髪
型
が
元
服
前
ま
で
つ
づ
き
ま
す
。
大

人
の
仲
間
入
り
を
す
る
重
要
な
儀
礼
が
元
服
で
す
が
、
元
服
の
一
、二
年
前
に
半
元
服
と
い
う
略

式
の
元
服
を
お
こ
な
い
、
額
の
生
え
際
の
両
隅
を
剃
り
込
ん
だ
り
、
前
髪
を
わ
け
て
結
っ
た
り
す

る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
元
服
を
む
か
え
る
と
、
前
髪
を
ば
っ
さ
り
落
と
し
て
月さ

か

代や
き

を

剃
り
、
よ
う
や
く
髷ま

げ

を
結
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
訳
で
す
。
つ
ま
り
、
成
長
に
と
も
な
い
髪
型

を
目
に
み
え
て
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
節
目
節
目
に
成
育
儀
礼
が
存
在
し
ま
し
た
。

（
18
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

正
月
一
二
日
・
一
七
日
条
。

（

（18
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た
だ
、
彦
七
の
日
記
を
み
て
い
て
も
、
加
子
母
に
お
い
て
、
ど
の
儀
礼
の
段
階
で
ど
う
い
っ
た

髪
型
に
し
た
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
善
右
衛
門
・
お
い
く
夫
婦
の
長
男
孫
太
郎
は
、
明
和
四
年（
一
七
六
七
）一
一
月
に

「
髪か

み

置お
き

」
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
髪
置
き
は
ふ
つ
う
、髪
を
は
じ
め
て
生
や
し
は
じ
め
る
際
の
儀

礼
で
す
。
三
歳
の
頃
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
現
在
で
も
七
五
三
の
三
歳
の
お
祝
い
と
し
て
名
称

が
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
孫
太
郎
は
こ
の
と
き
、
も
う
九
歳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
年
ま

で
ず
っ
と
坊
主
に
し
続
け
て
い
た
と
は
、
さ
す
が
に
考
え
に
く
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
孫
太
郎
の
弟
で
あ
る
亀
之
助
は
一
一
〜
一
三
歳
の
頃
に
、
前
髪
落
し
と
い
う
儀
礼
を
お

こ
な
っ
て
い
ま
す
。
前
髪
落
し
は
ふ
つ
う
元
服
に
関
連
す
る
儀
礼
を
い
い
ま
す
が
、
兄
の
孫
太
郎

も
ま
だ
元
服
を
迎
え
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
弟

の
亀
太
郎
が
先
に
元
服
し
た
と
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
彦
七
の
日
記
に
み
ら
れ
る
髪
置
き

や
前
髪
落
し
は
、
元
服
の
前
に
お
こ
な
わ
れ

る
、
半
元
服
の
よ
う
な
儀
礼
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

男
児
が
大
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
重
要
な

儀
礼
で
あ
る
元
服
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）

（

（19

（
19
）

明
和
四
年（
一
七
六
七
）日
記
、

一
一
月
二
五
日
条
。

（
20
）

ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
も
髪
置
き

を
七
〜
一
〇
歳
位
で
済
ま
せ
て

い
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
は
生

ま
れ
て
す
ぐ
を
一
歳
と
す
る
数

え
年
で
、
現
在
の
満
年
齢
と
は

一
、
二
歳
の
ず
れ
が
生
じ
る
。

（
21
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

二
月
二
三
日
条
。

（

（20

（

（21
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に
孫
太
郎
が
一
六
歳
で
済
ま
せ
て
い
る
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
髪
型
に
つ
い
て
記
載
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、「
武た

け

助す
け

た
の
ミ
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

元げ
ん

服ぷ
く

為い
た

致さ
せ

候そ
う
ろ
う」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
武
助
に
頼

み
、
髷
を
結
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
髪
を
束
ね
る
た
め
の
元も

と

結ゆ
い（

紐
）も
、
こ
の
日
に
彦
七

か
ら
お
祝
い
と
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
孫
太
郎
が
改
名
を
願
い
、
安
次
郎
と
そ
の
名

が
改
め
ら
れ
、
安
次
郎
は
大
人
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
2
）　
不
慮
の
で
き
ご
と

子
ど
も
の
体
調
不
良

以
上
、
彦
七
の
日
記
に
み
ら
れ
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
成
育
儀
礼
や
慣
習
を
追
い
か
け
て
き
ま
し

た
。
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
日
記
を
通
し
て
み
え
て
く
る
の
は
、

加
子
母
で
は
加
子
母
の
習
わ
し
に
基
づ
き
、
地
域
の
人
び
と
が
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
母
子
の
健

康
を
願
い
、
子
ど
も
の
成
長
を
大
い
に
喜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
、
子
ど
も

が
無
事
大
人
に
な
る
こ
と
が
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
垣か

い

間ま

見
ら
れ
ま

す
。実

際
、
日
記
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
体
調
不
良
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
善
右
衛
門
・
お
い
く
夫
婦
の
長
男
孫
太
郎（
安
次
郎
）は
少
々
病
弱
だ
っ
た
の
か
、
七
歳
の

頃
か
ら
、
ど
こ
か
の
家
に
遊
び
に
行
っ
て
気
分
が
悪
く
な
り
、
背
負
わ
れ
て
帰
っ
て
く
る
様
子
が

（

（22

（
22
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

正
月
五
日
条
。
孫
太
郎
の
元
服

に
つ
い
て
は
前
掲
註（
2
）太
田

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
詳
し
い
。
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よ
く
み
ら
れ
ま
す
。
一
〇
歳
の
頃
か
ら
は「
持じ

病び
ょ
う

虫む
し

」を
起
こ
す
よ
う
に
な
り
、少
し
大
き
く
な
っ

た
一
五
歳
の
頃
に
も
、
善
右
衛
門
が
御
用
の
登
山
を
見
合
わ
せ
る
ほ
ど
、
ひ
ど
い
腹
痛
を
起
こ
し

ま
し
た
。

さ
ら
に
日
記
に
は
こ
う
し
た
日
々
の
不
調
の
ほ
か
、
竹
藪
で
足
に
竹
を
突
き
刺
し
て
熱
を
出
し

た
と
か
、
マ
ム
シ
に
噛
ま
れ
た
と
い
っ
た
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
少
し
ヒ
ヤ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
事

件
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

万
之
助
の
火
傷

安
永
二
年（
一
七
七
三
）二
月
八
日
、
万
之
助
が
手
を
火や

け
ど傷
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
、
と
い
う
話

を
亀
之
助
が
聞
き
つ
け
て
き
ま
す
。
武
助
・
お
し
の
夫
婦
の
長
男
で
あ
る
万
之
助
は
こ
の
時
ま
だ

三
歳
で
、
彦
七
と
お
い
く
は
心
配
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
早
速
《
桑
野
屋
》
を
訪
れ
、
万
之
助

を
見
舞
っ
て
い
ま
す
。

事
情
を
聞
く
と
、
万
之
助
は
汁し

る

鍋な
べ

を
下
ろ
し
て
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
手
を
差
し
込
ん
で
し
ま

い
、
手
が
膨ふ

く

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
寒
さ
の
厳
し
い
頃
で
す
か
ら
、
温
か
い
料
理
を
み
ん

な
で
囲
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
万
之
助
は
ま
だ
分
別
が
つ
か
ず
、
手
を
つ
っ
こ
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
幸
い
な
こ
と
に
「
深ふ

か

焼や
き

」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
く
、
万
之

（
23
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

四
月
七
日
条
。

（

（23
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助
も
「
機き

嫌げ
ん

能よ
く

」
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
彦
七

は
大
い
に
喜
ん
で
い
ま
す
。

夕
方
に
な
り
、
彦
七
の
妹
お
つ
ね
の
夫
次じ

郎ろ

兵べ

衛え

も
万
之
助
の
様
子
を
見
に
い
っ
た
よ
う
で
、
と

り
た
て
て
痛
く
は
な
っ
て
な
い
よ
う
だ
、
と
わ
ざ

わ
ざ
次
女
の
お
い
し
を
通
し
て
伝
え
て
く
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
ご
近
所
の
清
十
郎
の
娘
も
万
之
助

の
こ
と
を
伝
え
に
来
た
り
、「
ば
ゝ
」
も
様
子
を

見
に
行
っ
て
結
局
一
晩
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

翌
日
万
之
助
は
ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
た
と
い
い
ま
す

か
ら
、
悪
化
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
亀
太

郎
を
心
配
す
る
人
び
と
の
間
で
ち
ょ
っ
と
し
た
騒

ぎ
に
な
っ
た
様
子
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

マ
ム
シ
に
刺
さ
れ
た
安
次
郎

万
之
助
の
場
合
は
三
歳
で
す
が
、
も
う
少
し
大
き
く
な
っ
て
も
危
う
い
事
件
は
起
き
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
善
右
衛
門
の
長
男
安
次
郎
は
、
元
服
を
迎
え
た
安
永
三
年
の
夏
に
マ
ム
シ
に
刺
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さ
れ（
か
ま
れ
）、
友
次
郎
に
背
負
わ
れ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
馬ま

草ぐ
さ（

飼か
い

葉ば

）を
苅
り
に

行
っ
た
子
ど
も
ら
の
帰
り
が
遅
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
、
き
っ
と
草
を
苅
っ
て
い

る
と
き
に
安
次
郎
は
う
っ
か
り
マ
ム
シ
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
幸
い
な
こ

と
に
腫
れ
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
ら
ず
、痛
み
も
思
い
の
ほ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と
は
い
え
、

下
手
を
す
れ
ば
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
も
と
も
と
病
気
が
ち
な
安
次
郎
で
す
か
ら
、
皆
心
配

し
た
の
で
し
ょ
う
。
お
そ
よ
と
藤
吉
夫
婦
が
様
子
を
見
に
来
た
り
、
そ
の
後
も
一
家
中
の
ひ
と
た

ち
が
お
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
元
服
を
迎
え
て
も
命
を
落
と
す
こ
と
は
ざ
ら
に
あ
る
江
戸
時

代
、
大
事
に
な
ら
ず
に
済
み
、
彦
七
も
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

川
に
落
ち
た
亀
之
助

も
っ
と
怖
い
の
は
、孫
太
郎
の
弟
で
あ
る
亀
之
助
が
川
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
す
。

明
和
九
年（
一
七
七
二
）二
月
二
三
日
、
孫
た
ち
数
名
が
川
へ
向
か
っ
た
と
思
っ
て
い
た
ら
、「
子

ど
も
が
川
へ
流
れ
た
！
」
と
い
う
声
が
き
こ
え
ま
す
。
方
々
か
ら
大
勢
の
人
が
川
に
走
っ
て
い
く

の
を
み
た
彦
七
た
ち
は
、「
殊こ

と

之の

外ほ
か

驚お
ど
ろキ

、
皆み

な

々み
な

川か
わ

へ
飛と

ひ
行ゆ

き

候そ
う
ろ
う」

と
い
い
ま
す
。
案
の
定
、
流

さ
れ
た
の
は
亀
之
助
と
、《
酒
屋
》
政
助
の
息
子
で
し
た
。
ど
う
も
二
人
は
、
橋
か
ら
足
を
滑
ら

せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
彦
七
家
の
近
く
に
は
白
川
が
流
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
落
ち
た
の
で

し
ょ
う
か
。
季
節
的
に
も
、
水
は
ま
だ
か
な
り
冷
た
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
24
）

マ
ム
シ
に
か
ま
れ
る
こ
と
を
彦

七
は
「
さ
さ
れ
る
」
と
表
現
し

て
い
る
。

（

（24

（

（25

（
25
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

八
月
一
三
日
条
。

（
26
）

新
暦
で
三
月
後
半
。

（

（26
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し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、
二
人
は
大
事
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
ば
ら
く
流
さ
れ
は
し

た
も
の
の
、
長ち

ょ
う
え
も
ん

右
衛
門
と
い
う
人
が
走
っ
て
来
て
、
二
人
を
引
き
揚
げ
て
く
れ
た
の
で
す
。
亀
之

助
は
水
を
飲
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
無
事
で
し
た
。
そ
の
後
善
右
衛
門
が
亀
之
助
を

抱
い
て
帰
り
、
皆
で
大
喜
び
し
て
い
ま
す
。

実
は
、
こ
の
事
件
が
あ
っ
た
の
は
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
、
亀
之
助
の
前
髪
落
し
の
す
ぐ
後
で
す

（
一
一
〜
一
三
歳
頃
）。
一
緒
に
落
ち
た
《
酒
屋
》
政
助
の
息
子
も
お
祝
い
に
呼
ば
れ
て
来
て
い
た
子

で
す
か
ら
、
亀
之
助
を
筆
頭
に
、
子
ど
も
た
ち
は
少
し
浮
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
し
て
も
、
成
長
を
祝
う
お
め
で
た
い
日
に
ま
さ
か
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
る
と
は
、
大
人
た
ち

は
皆
さ
ぞ
肝
を
冷
や
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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2
　
子
ど
も
の
毎
日

（
1
）　
手
習
い

子
ど
も
に
関
す
る
特
別
な
日
を
み
て
き
ま
し
た
の
で
、
今
度
は
、
子
ど
も
た
ち
が
日
々
を
ど
の

よ
う
に
過
ご
し
、
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
か
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
ら
む
う
」「
や
ま
け
」

子
ど
も
に
注
目
し
て
日
記
を
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う
に
も
見
慣
れ
な
い
、
奇
妙
な
文
字
の
並
び

に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
明
和
五
年（
一
七
六
八
）二
月
二
二
日
の
日
記
に
は
、「
夕ゆ

う

方が
た

孫ま
ご

太た

郎ろ
う

ら
む
う
、
友と

も

次じ

郎ろ
う

や
ま
け
清せ

い

書し
ょ

為い
た

致さ
せ

申も
う
す

也な
り

」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
文
中
に
み

ら
れ
る
「
ら
む
う
」
と
「
や
ま
け
」。
一
体
な
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ほ
か
に
、亀
太
郎
に
「
よ

た
れ
の
手
本
」「
あ
さ
き
手
本
」
を
渡
し
た
と
い
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
文
字
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
明
和
九
年（
一
七
七
二
）二
月

一
四
日
の
記
述
で
す
。「
九こ

こ
のツ
比ご

ろ（
一
二
時
頃
）、
九く

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

い
ろ
は
清せ

い

書し
ょ

持も
ち

来き
た

ル
、
此こ

の

節せ
つ

亀か
め

太た

郎ろ
う

も

来き
た

り
、
右み

ぎ

弐ふ
た

人り

ニ
ち
り
ぬ
る
手て

本ほ
ん

相あ
い

渡わ
た

シ
、
筆ふ

で

壱い
っ

本ぽ
ん

充ず
つ

呉く
れ

遣つ
か
わス

」。「
い
ろ
は
」
に
「
ち
り
ぬ
る
」。

（
27
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

二
月
二
三
日
・
三
月
一
七
日
条
。

（

（27
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こ
こ
ま
で
み
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、今
ま
で
み
た
平
仮
名
は
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
る
を
…
」

と
続
く
い
ろ
は
歌
を
、
三
文
字
な
い
し
四
文
字
で
区
切
っ
た
文
字
の
よ
う
で
す
。
そ
し
て
「
い
ろ

は
清
書

0

0

」
や
「
あ
さ
き
手
本

0

0

」
と
い
う
言
葉
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
当
時
の

手
習
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

手
習
い
を
は
じ
め
る

江
戸
時
代
の
学
習
と
い
え
ば
寺て

ら

子こ

屋や
（
手
習
い
塾
）が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
記
か
ら
は
、

彦
七
の
孫
や
親
族
の
子
ど
も
が
、
彦
七
か
ら
文
字
を
習
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
た
と

え
ば
善
右
衛
門
・
お
い
く
夫
婦
の
長
男
で
あ
る
孫
太
郎
は
、
九
歳
の
と
き
に
先
ほ
ど
と
り
あ
げ
た

髪
置
き
と
同
じ
日
に
「
手て

習な
ら
い

初ぞ
め

」
を
し
て
い
ま
す
。
お
そ
よ
・
藤
吉
夫
婦
の
長
男
友
次
郎
は
孫
太

郎
と
同
じ
か
少
し
下
く
ら
い
で
、
孫
太
郎
が
は
じ
め
た
次
の
年
の
正
月
、
藤
吉
が
彦
七
に
お
願
い

し
、
手
習
い
を
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。
明
和
九
年
に
は
九
十
郎
が
九
歳
で
、
お
い
わ
の
子
の
亀
太

郎
が
八
歳
で
は
じ
め
て
い
ま
す
か
ら
、
お
お
む
ね
八
〜
九
歳
頃
、
父
母
な
ど
が
彦
七
に
お
願
い
し

て
手
習
い
を
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

手
習
い
を
は
じ
め
て
一
番
最
初
に
渡
す
お
手
本
が
、「
い
ろ
は
」
の
手
本
で
す
。
子
ど
も
た
ち

は
も
ら
っ
た
手
本
を
み
な
が
ら
し
ば
ら
く
自
分
で
練
習
を
重
ね
、
清
書
を
認し

た
ため
ま
す
。
そ
の
清
書

を
彦
七
に
み
せ
、
う
ま
く
書
け
て
い
れ
ば
ま
た
彦
七
か
ら
次
の
手
本
を
貰
っ
て
次
に
進
む
、
と

（
28
）

明
和
四
年（
一
七
六
七
）日
記
、

一
一
月
二
五
日
条
。

（
29
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

正
月
八
日
条
。

（

（28

（

（29
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い
っ
た
形
で
す
。
だ
い
た
い
一
か
月
に
一
〜
二
回
程
度
彦
七
に
み
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
で
、
彦

七
が
御
山
守
の
職
務
で
し
ば
ら
く
山
に
入
っ
て
い
る
間
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
が
清
書
を
送
り
、

そ
れ
を
彦
七
が
み
て
あ
げ
て
い
ま
し
た（「
孫ま
ご

共ど
も

ゟよ
り

清せ
い

書し
ょ

夫そ
れ

々ぞ
れ

差さ
し

越こ
し

候そ
う
ろ
う」）。

真
面
目
な
子
・
不
真
面
目
な
子

日
記
を
み
る
限
り
、
子
ど
も
た
ち
は
彦
七
の
書
い
て
く
れ
た
手
本
を
み
な
が
ら
、
お
お
む
ね
自

宅
で
そ
れ
ぞ
れ
手
習
い
を
し
て
い
ま
す
。
寺
子

屋
も
個
別
学
習
で
す
が
、
寄
り
集
ま
っ
て
文ふ

机づ
く
えを
並
べ
て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
刊
行
さ
れ

た
手
習
い
本
を
見
本
に
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ

の
あ
た
り
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
お
そ
よ
の
長
男
友
次
郎
だ
け
は
、

自
宅
だ
け
で
な
く
、
彦
七
家
で
も
手
習
い
を
す

る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
友
次
郎
は
ど
う
も
手

習
い
が
嫌
い
だ
っ
た
よ
う
で
、
あ
る
と
き
は
あ

ま
り
に
手
習
い
を
し
な
い
の
で
父
の
藤
吉
が

叱
っ
た
と
こ
ろ
、
ど
こ
か
へ
飛
び
出
し
て
い
っ

（
30
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

三
月
二
八
日
条
。

（

（30
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て
し
ま
い
ま
し
た
。
探
し
て
も
み
つ
か
ら
ず
、夕
方
に
な
っ
て
心
配
し
た
お
そ
よ
が
彦
七
を
訪
れ
、

行
方
を
占
っ
て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
彦
七
の
八は

っ

卦け

占
い
で
は
す
ぐ
に
み
つ
か
る
だ

ろ
う
と
い
う
結
果
が
出
、
占
い
の
と
お
り
、
友
次
郎
は
そ
の
後
す
ぐ
に
み
つ
か
り
ま
し
た
。
彦
七

も
そ
れ
を
聞
き
、「
珍ち

ん

重ち
ょ
う

〳ち
ん
ち
ょ
う〵」

と
安
堵
す
る
様
子
を
み
せ
て
い
ま
す
。

友
次
郎
に
限
ら
ず
、
手
習
い
を
サ
ボ
っ
て
叱
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
時
折
み
ら
れ
ま
す
。

あ
る
と
き
は
孫
た
ち
が
怠
け
て
手
習
い
を
「
麁そ

略り
ゃ
く」（

ぞ
ん
ざ
い
）に
す
る
の
で
、
彦
七
は
次
の
手
本

を
用
意
し
て
い
た
も
の
の
、
渡
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彦
七
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
孫
た
ち
は
ど
う

し
た
で
し
ょ
う
。
日
記
に
は
続
い
て
「
孫ま

ご

共ど
も

、
お
つ
ね
頼

た
よ
り

来き
た

ル
」
と
あ
り
、
彦
七
の
妹
で
あ
る
お

つ
ね
に
孫
た
ち
が
相
談
し
、
間
を
取
り
持
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
つ
ね
は
別
の

と
き
に
も
叱
ら
れ
た
孫
た
ち
を
と
り
な
し
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
、
い
つ
も
間
を
と
り
も
っ
て
く

れ
る
優
し
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
的
な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
彦
七
は
、
孫
ら
に
と
っ
て
怖
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

当
然
い
つ
も
厳
し
か
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
真
面
目
な
亀
太
郎（
お
つ
ね
の
孫
）に
は

「
殊

こ
と
の

外ほ
か

見み

事ご
と

ニ
相あ

い

見み

へ
誉ほ

メ
候

そ
う
ろ
う」

と
持
っ
て
き
た
清
書
を
褒
め
た
り
、
手
本
を
貰
い
に
来
た
際
に

お
小
遣
い
を
あ
げ
た
り
し
て
い
ま
す
。
登
山
中
に
孫
太
郎
の
清
書
が
届
き
「
至し

極ご
く

見み

事ご
と

也な
り

」
と
喜

ぶ
姿
な
ど
も
み
ら
れ
、
手
習
い
を
つ
う
じ
て
み
る
孫
た
ち
の
成
長
は
、
彦
七
の
ひ
と
つ
の
楽
し
み

だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
31
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

二
月
二
〇
日
条
。

（
32
）

明
和
九
年（
一
七
七
二
）日
記
、

二
月
二
三
日
条
。

（
33
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

一
二
月
二
七
日
条
。

（
34
）

明
和
八
年（
一
七
七
一
）日
記
、

四
月
二
八
日
条
。

（

（31

（

（32

（

（33

（

（34
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手
習
い
の
進
度
と
お
礼

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
具
合
で
手
習
い
の
進
度
は
か
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
日
記
を
み
る
限
り
、

ど
の
子
も
二
か
月
、
長
く
て
も
三
か
月
程
度
で
い
ろ
は
歌
の
五
十
音
を
終
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

い
ろ
は
の
他
に
は
、
熱
心
な
亀
太
郎
が
、
日
本
の
旧
国
名
を
習
う
「
国く

に

尽づ
く
し」

の
手
本
を
彦
七
に
お

願
い
し
て
い
ま
す
。
亀
太
郎
は
「
い
ろ
は
」
か
ら
「
国
尽
」
に
入
る
ま
で
一
年
半
く
ら
い
空
い
て

い
ま
す
か
ら
、
そ
の
間
も
何
か
別
の
も
の
を
習
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
ほ
か
に
初
級
の
手
本
と
し
て
、
名
前
の
頭
文
字
を
習
う
「
名な

頭が
し
ら」
や
東
海
道

五
十
三
次
の
名
所
を
書
く
「
都

み
や
こ

路じ

往お
う

来ら
い

」
の
ほ
か
、
も
っ
と
進
む
と
書

簡
形
式
の
「
庭て

い

訓き
ん

往お
う

来ら
い

」
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
彦
七
は
子
ど
も
の
関

心
や
必
要
に
応
じ
、
そ
う
し
た
手
本
を
書
い
て
あ
げ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
日
記
に
出
て
く
る
な
か
で
一
番
年
長
の
孫
太
郎
は
、
九
歳
で
手
習

い
を
は
じ
め
、
少
な
く
と
も
一
五
歳
く
ら
い
ま
で
は
続
け
て
い
ま
す
。

何
歳
ま
で
続
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
彦
七
も
孫

た
ち
の
た
め
に
何
枚
も
見
本
を
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
彦
七
の
手
ほ
ど
き
に
対
し
て
は
、
手
本
に
必
須
な
小こ

紙が
み

の

ほ
か
、
た
ば
こ
や
豆
腐
を
親
が
も
っ
て
き
た
り
、
子
ど
も
に
も
た
せ
て

い
る
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
一
番
手
習
い
に
熱
心
な
亀
太
郎
は
、
可
愛

（
35
）

往
復
書
簡
の
形
式
を
採
る
、
手

紙
文
の
模
範
集
。

（

（35

図2　�「国名」（国尽の手習い本）より「東
とう

濃
のう

」や
「飛

ひ

驒
だ

」が記された箇所（内木哲朗家所蔵）



─ 28 ─

ら
し
い
こ
と
に
、
年
末
に
書
き
初
め
の
手
本
を
も
ら
っ
た
あ
と
、「
自じ

分ぶ
ん

歳せ
い

暮ぼ

」
と
し
て
柿
を
一

把わ

を
持
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
だ
九
歳
で
す
が
、
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
を
み
て
、
自
分
で
も
彦
七

に
お
歳
暮
を
渡
し
た
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
亀
太
郎
の
成
長
が
う
か
が
え
る
一
コ
マ
で

す
。

（
2
）　
お
手
伝
い

こ
の
よ
う
に
手
習
い
だ
け
を
追
っ
て
み
て
い
く
と
、
い
ろ
は
を
二
・
三
か
月
か
け
る
な
ん
て
、

江
戸
時
代
の
子
ど
も
は
の
ん
び
り
し
て
い
る
な
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、

子
ど
も
は
手
習
い
だ
け
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
記
か
ら
は
、
子
ど
も

た
ち
が
種
々
の
お
手
伝
い
─
た
と
え
ば
、
農
作
業
は
も
ち
ろ
ん
、
紙
・
豆
腐
の
購
入
や
薬
・
染
物

の
受
け
取
り
、
伝
言
や
手
紙
の
請
け
負
い
、
集
ま
り
へ
の
参
加
な
ど
─
を
す
る
こ
と
で
、
生
活
に

必
要
な
知
識
や
、
人
と
の
関
わ
り
方
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
様
子
が
み
ら
れ
ま
す
。
手
習
い
が
机

上
の
勉
強
と
す
れ
ば
、
お
手
伝
い
は
日
常
の
な
か
の
体
験
学
習
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
次
に
、
そ

う
し
た
お
手
伝
い
・
お
遣つ

か

い
の
様
子
に
目
を
向
け
、
子
ど
も
の
成
長
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
36
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

一
二
月
二
八
日
条
。

（

（36
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し
っ
か
り
も
の
の
孫
太
郎

ま
ず
最
初
に
、
お
手
伝
い
の
記
述
が
細
か
く
残
る
孫
太
郎
を
追
い
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
孫
太

郎
は
、
彦
七
の
長
男
で
あ
る
善
右
衛
門
の
第
一
子
で
、
の
ち
第
一
三
代
当
主
と
な
る
内
木
家
の
大

事
な
跡
継
ぎ
で
す
。
生
ま
れ
た
の
は
宝
暦
九
年（
一
七
五
九
）で
、
彦
七
に
と
っ
て
は
一
番
目
か
二

番
目
の
孫
で
し
た
。

孫
太
郎
は
先
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
少
し
病
弱
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）の
正
月
に
一
六
歳
で
無
事
元
服
し（
改
名
・
安
次
郎
）、
翌
四
年
に
彦
七
が
死
去
し
た
後

は
、
御
山
守
の
見
習
い
に
就
任
し
ま
す
。
今
で
い
え
ば
高
校
に
あ
が
っ
た
か
ど
う
か
く
ら
い
の
年

齢
で
す
が
、
孫
太
郎
は
自
分
が
跡
継
ぎ
で
あ
る
こ
と
に
自
覚
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
成
長
に
伴

い
彦
七
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

た
と
え
ば
安
永
二
年
、
彦
七
と
善
右
衛
門
の
登
山
中
に
「
諸し

ょ

事じ

穏お
ん

便び
ん

」
の
お
触
れ
が
出
さ
れ
た

際
に
は
、
彦
七
が
孫
太
郎
に
「
穏お

ん

便び
ん

急き
っ

度と

相あ
い

守ま
も
り

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

、
家か

内な
い

・
武た

け

助す
け

へ
急き

っ

度と

申も
う
し

渡わ
た
し

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

」

と
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
お
触
れ
を
し
っ
か
り
と
守
る
よ
う
、
孫
太
郎
か
ら
、
家

内
と
、
す
で
に
別
家
し
た
武
助
に
も
厳
し
く
言
い
渡
す
よ
う
に
、
と
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
孫
太

郎
は
こ
の
と
き
ま
だ
一
五
歳
で
し
た
が
、
彦
七
と
善
右
衛
門
の
留
守
中
、
家
を
守
る
の
は
孫
太
郎

だ
と
い
う
彦
七
の
考
え
が
み
て
と
れ
ま
す
。

そ
ん
な
彦
七
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
孫
太
郎
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
幼
い
部
分
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ

（
37
）

詳
し
く
は
本
書
「
1
子
ど
も
の

誕
生
と
成
長
」「（
2
）不
慮
の

で
き
ご
と
」
を
参
照
。

（

（37

（
38
）

将
軍
や
藩
主
お
よ
び
そ
の
一
族

が
死
去
し
た
際
、
一
定
期
間
、

普
請
や
音
曲
を
禁
止
す
る
鳴
物

停
止
の
触
書
の
こ
と
。

（

（38

（

（39

（
39
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

六
月
二
四
日
条
。
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う
。
同
じ
年
の
一
二
月
に
は
な
に
や
ら
叱
ら
れ
た
孫
太
郎
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
長
女
の
お
そ

よ
が
と
り
な
し
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
翌
安
永
三
年
の
九
月
に
は
孫
太
郎
が
向

む
か
い

山や
ま

に
栗
拾
い
に

い
っ
た
と
こ
ろ
、
急
に
白
川
が
増
水
し
た
た
め
、
善
右
衛
門
た
ち
が
慌
て
て
迎
え
に
い
く
と
い
う

ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
だ
ま
だ
大
人
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
面
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
で
も
彦
七
た
ち
の
期
待
に
こ
た
え
一
人
前
に
な
ろ
う
と
す
る
、
し
っ
か
り
も
の
の

長
男
の
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

孫
太
郎
の
お
手
伝
い

さ
て
、
そ
ん
な
孫
太
郎
で
す
が
、
い
つ
頃
か
ら
、
ど
ん
な
お
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

最
も
古
い
彦
七
の
日
記
が
残
る
宝
暦
一
三
年
、
孫
太
郎
は
数
え
歳
で
五
つ
で
す
。
し
か
し
日
記

を
追
う
限
り
、
五
歳
か
ら
七
歳
の
頃
ま
で
は
、
お
手
伝
い
に
関
す
る
記
事
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ま
せ

ん
。
少
し
「
麦
つ
き
」
と
い
っ
た
農
作
業
を
し
た
り
、
隣
家
に
手
紙
を
届
け
た
様
子
な
ど
が
み
ら

れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
体
調
を
く
ず
し
た
と
い
う
記
事
が
目
に
付
き
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ

と
心
配
な
年
頃
と
い
う
印
象
で
す
。

本
格
的
に
お
遣つ

か

い
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ど
う
や
ら
九
歳
前
後
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、
彦
七
の
御
用
に
関
す
る
も
の
も
含
め
、
種
々
の
言こ

と

伝づ
て

を
請
け
負
っ
た
り
、
手

（

（40

（
40
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

一
二
月
一
六
日
条
。

（
41
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

九
月
一
日
条
。

（
（41
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紙
を
「
定

じ
ょ
う

夫ふ

」（
村
内
の
伝
達
役
）に
渡
す
な
ど
の
お
手
伝
い
が
日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
く
わ
え
て
、
酒
屋
に
お
酒
を
取
り
に
行
っ
た
り
、
木
綿
を
染
物
屋
に
取
り
に
行
っ
た
り
、

お
裾
分
け
を
近
所
に
持
っ
て
行
っ
た
り
と
い
う
お
遣
い
も
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
遣
い
す
る
家

の
場
所
や
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
の
顔
も
覚
え
、
一
人
で
も
も
う
大
丈
夫
、
と
い
う
の
が

こ
の
頃
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
先
述
の
と
お
り
九
歳
は
、
髪
置
き
を
お
こ
な
い
、
手
習
い
も
は
じ

ま
っ
て
い
て
、
子
ど
も
に
と
っ
て
一
つ
区
切
り
の
時
期
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

当
然
、
ひ
と
り
で
は
任
せ
ら
れ
な
い
類
の
お
遣
い
も
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
は
子
ど
も
た
ち
を

何
人
か
で
向
か
わ
せ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
重
い
「
糯も

ち

米ご
め

」
を
運
ん
で
家
々
に
配
る
場
合
は
孫
太

郎
・
亀
之
助
・
九
十
郎
の
三
人
に
頼
ん
だ
り
、
米
代
金
の
不
足
の
取
り
立
て
に
孫
太
郎
と
友
次
郎

を
一
緒
に
出
向
か
せ
た
様
子
も
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
孫
太
郎
は
ま
だ
一
〇
歳
で
、
銭
の
や
り
と

り
を
す
る
お
遣
い
を
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
友
次
郎
も
い
た
ほ
う
が
安
心

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
、
友
次
郎
が
お
遣
い
に
行
く
際
に
、
孫
太
郎
も
一
緒
に
い
っ
て
顔
を
出
し
た
ら
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
親
た
ち
が
互
い
に
気
に
か
け
る
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
の
必
要
に
応
じ

て
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
先
々
を
考
え
な
が
ら
お
遣
い
を
頼
む
こ
と
で
、
子
ど
も
ら
の
世
界
が

徐
々
に
広
が
り
を
も
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
ま
す
。

（
42
）

明
和
八
年（
一
七
七
一
）日
記
、

七
月
二
〇
日
条
。

（
43
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

二
月
六
日
条
。

（

（42
（

（43
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特
別
な
役
割

こ
う
し
た
孫
太
郎
の
お
手
伝
い
と
、
弟
で
あ
る
亀
之
助
の
お
手
伝
い
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の

開
始
時
期
や
内
容
に
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
記
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
こ
れ

は
孫
太
郎
特
有
の
お
手
伝
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
も
の
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

明
和
八
年（
一
七
七
一
）七
月
六
日
、
彦
七
が
御
用
の
登
山
か
ら
下
山
し
た
際
、
百
姓
の
源
十
郎

が
持
参
し
た
「
家か

作さ
く

願が
ん

書し
ょ

」
を
、
孫
太
郎
が
彦
七
に
差
し
出
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
彦
七
と
善

右
衛
門
の
留
守
中
に
源
十
郎
が
持
っ
て
き
た
の
を
、
孫
太
郎
が
預
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
弟

の
亀
之
助
だ
け
で
な
く
、
他
の
家
人
も
そ
う
し
た
御
山
守
の
職
務
に
関
わ
る
書
状
を
預
か
っ
て
い

る
様
子
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
孫
太
郎
が
留
守
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
み
ま
し
た
が
、
ま

だ
一
三
歳
の
頃
か
ら
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
山
で
御
用
を
手
伝
う
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
彦
七
ら
が
登
山
の
間
、
留
守
を
立
派
に
守
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

酒
迎
え
・
あ
じ
め
取
り

さ
て
、
さ
ら
に
孫
太
郎
の
成
長
を
追
い
か
け
る
と
、
一
四
歳
の
頃
か
ら
は
農
作
業（
田
打
ち
・
稲

刈
り
な
ど
）に
従
事
す
る
記
述
が
増
え
、
さ
ら
に
は
、
魚
を
と
っ
た
り
、
馬
を
牽ひ

い
た
り
、
他
家
の

「
茶ち

ゃ

湯と
う

」
に
一
人
で
参
加
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
元
服
は
も
う
少
し
先（
一
六
歳
）で
す
が
、
も
は
や

（

（44

（
44
）

法
要
の
こ
と
を
い
う
。
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子
ど
も
の
お
手
伝
い
と
は
言
い
難
い
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
ま
す
。

こ
の
頃
か
ら
、
孫
太
郎
が
「
酒さ

か

迎む
か

え
」
に
赴
く
よ
う
に
な
っ
た
様
子
も
み
ら
れ
ま
す
。
酒
迎
え

と
は
、
村
に
帰
っ
て
来
る
人
を
出
迎
え
、
酒
宴
を
催
す
こ
と
で
す
。
参
加
し
た
か
ら
と
い
っ
て
必

ず
お
酒
を
呑
む
訳
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
彦
七
や
善
右
衛
門
が
孫
太
郎
を
酒
迎
え
に
行
か
せ
た

り
、
孫
太
郎
自
身
が
呼
ば
れ
る
こ
と
も
徐
々
に
増
え
て
い
ま
す
。
給
仕
な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
つ

つ
、
宴
席
に
も
交
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
こ
の
頃
に
は
、「
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

雉き

子じ

雄お
す

壱い
ち

羽わ

取と
り

来き
た

ル

也な
り

」
と
い
っ
た
狩
猟
に
関
す
る
記
述
も
目
に
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
孫
太
郎
は
「
あ
じ
め
」（
味
女
）と
い
う
鯲

ど
じ
ょ
うを
獲
る
こ

と
も
得
意
と
し
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
安
永
三
年（
一
七
七
四
）

八
月
一
八
日
に
は
、
孫
太
郎
が
川
幅
の
広
い
浅
瀬
に
「
あ
じ

め
穴
」
を
掘
り
「
う
け
」（
筌
）を
付
け
置
い
た
と
こ
ろ
、
一
五

日
か
ら
一
合
ほ
ど
と
れ
、
今
日
は
二
合
も
取
れ
た
と
あ
り
ま

す
。
あ
じ
め
穴
と
は
、
湧
水
の
あ
る
あ
た
り
に
穴
を
掘
り
下

げ
、
そ
の
周
辺
を
石
で
囲
ん
だ
も
の
で
、
湧
水
を
も
と
め
て

来
る
あ
じ
め
を
筌う

け

と
呼
ば
れ
る
漁
具
で
獲
っ
た
と
い
い
ま

す
。
日
記
に
は
あ
じ
め
汁
や
吸
い
物
を
拵
え
て
人
を
招
い
て

（
45
）

一
合
は
約
一
八
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
・
一
五
〇
グ
ラ
ム
。

（

（45
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振
る
舞
っ
た
り
、
煮
付
け
に
し
て
ご
近
所
に
お
裾
分
け
す
る
な
ど
し
て
、
孫
太
郎
が
工
夫
し
て

獲
っ
た
あ
じ
め
を
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

子
ど
も
の
遠
出

こ
の
よ
う
に
お
遣
い
を
と
お
し
て
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
遠
出
に
も
慣
れ
る
の

か
、
叱
ら
れ
て
村
を
飛
び
出
し
て
し
ま
う
子
ど
も
も
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
孫
太
郎
の
弟
、
亀
之

助
で
す
。
亀
之
助
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
と
き
一
三
〜
一
五
歳
く
ら
い
で
す
が
、
反
抗
期

だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
遊
び
た
い
盛
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
た
び
た
び
行
方
が
わ
か
ら
な

く
な
り
、
両
親
の
善
右
衛
門
・
お
い
く
に
こ
っ
ぴ
ど
く
叱
ら
れ
て
い
ま
す
。

安
永
三
年
三
月
の
あ
る
日
、
亀
之
助
が
善
右
衛
門
に
叱
ら
れ
、
姿
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ど
こ
に
い
る
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
な
ん
と
宮み

や

地じ

村
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま

す
。
宮
地
村
は
現
在
の
下げ

呂ろ

市
宮
地
で
、
彦
七
の
家
か
ら
は
歩
い
て
二
時
間
半
ほ
ど
も
か
か
る
場

所
で
す
。
宮
地
村
の
露
店
に
徳
助
と
い
う
ひ
と
が
訪
れ
て
い
た
よ
う
で
、
結
局
亀
太
郎
は
徳
助
の

「
戻
り
馬
」（
荷
物
や
人
を
運
び
終
わ
っ
て
帰
り
の
馬
）に
乗
り
、
お
と
な
し
く
加
子
母
に
帰
っ
て
き
ま
し

た
。一

度
こ
こ
ま
で
思
い
き
っ
た
家
出
を
す
れ
ば
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
落
ち
着
き
そ
う
な
も
の
で

す
が
、
そ
の
わ
ず
か
四
日
後
に
も
、
亀
太
郎
は
両
親
に
「
殊こ

と

之の

外ほ
か

」
叱
ら
れ
、
ど
こ
か
に
逃
げ
て

（

（46

（
46
）

安
永
三
年（
一
七
七
四
）日
記
、

三
月
二
一
日
条
。
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し
ま
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
夭
折
す
る
こ
と
も
多
い
時
代
、
無
事
成
長
し
て
く
れ
る
だ
け
で
も

御
の
字
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
や
は
り
子
育
て
は
難
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
長

男
の
孫
太
郎
が
跡
継
ぎ
と
し
て
信
頼
を
得
て
い
く
反
面
、
次
男
の
亀
之
助
は
な
に
か
思
う
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
善
右
衛
門
・
お
い
く
夫
婦
の
苦
労
が
偲
ば
れ
ま
す
。
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3
　
娘
の
嫁
入
り

（
1
）　
縁
談

さ
て
、
彦
七
の
孫
に
男
子
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
ま
で
男
性
に
話
が
偏
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
女
性
の
人
生
の
一
幕
に
目
を
向
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
本
書
冒
頭
で
も
少
し
ご
紹
介
し
た
、
彦
七
の
次
女
お
ま
つ
の
嫁
入
り
で

す
。
お
ま
つ
は
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
一
八
日
、
隣
村
で
あ
る
付つ

け

知ち

村
へ
嫁
い
で
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
嫁
入
り
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
経
緯
を
み
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

奔
走
す
る
仲
人

明
和
四
年（
一
七
六
七
）の
一
一
月
一
日
、
彦
七
一
家
の
近
所
に
住
む
清
十
郎
が
夜
に
入
り
彦
七

を
訪
ね
ま
し
た
。
清
十
郎
が
い
う
に
は
、
こ
の
間
九く

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

が
や
っ
て
き
て
、「
お
ま
つ
事こ

と

嫁よ
め

ニ
貰

も
ら
い

度た
き

」
旨
に
つ
い
て
間
を
と
り
も
っ
て
ほ
し
い
と
相
談
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
九
郎
右
衛
門
は
誰
か
と
い
う
と
、
加
子
母
村
の
隣
村
で
あ
る
付
知
村
の
住
人
で
す
。「
お
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ま
つ
事こ

と

嫁よ
め

ニ
貰

も
ら
い

度た
き

」
と
い
う
と
九
郎
右
衛
門
が
自
分
の
息
子
の
嫁
に
お
ま
つ
を
迎
え
た
い
と
い
っ

て
い
る
よ
う
に
も
読
め
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
九
郎
右
衛
門
は
当
事
者
で
は
な
く
、

お
ま
つ
を
嫁
に
迎
え
た
い
家
か
ら
頼
ま
れ
て
き
た
取
り
持
ち
役
で
し
た
。
お
ま
つ
を
嫁
に
迎
え
た

が
っ
て
い
る
の
は
、
付
知
村
の
《
紺こ

ん

屋や

》
と
い
う
家
で
す
。
当
主
は
与よ

惣そ
う

右え

衛も

門ん

で
、
そ
の
息
子

源
太
の
嫁
に
是
非
お
ま
つ
を
迎
え
た
い
と
い
う
話
で
し
た
。

お
ま
つ
が
《
紺
屋
》
に
嫁
ぐ
過
程
を
み
て
い
て
興
味
深
い
の
は
、
婚
姻
を
結
ぶ
両
家
の
人
間
よ

り
も
、
そ
の
周
囲
の
人
び
と
が
積
極
的
に
働
き
か
け
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
日
記
を
辿た

ど

る

と
、
祝
言
に
至
る
ま
で
両
家
が
直
接
や
り
と
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
基
本
的
に
は
仲
人

を
介
し
て
や
り
と
り
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

仲
人
と
は
、
婚
姻
の
仲
立
ち
を
す
る
ひ
と
で
す
。
現
代
で
は
仲
人
を
た
て
る
と
い
う
話
は
あ
ま

り
き
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
当
時
は
仲
人
を
た
て
る
の
が
一
般
的
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
か
ら
立
て
て
い
ま
す
。《
紺
屋
》
側
の
仲
人
は
相
談
に
き
た
九
郎
右
衛
門
が
、
内
木
家
側
で

は
九
郎
右
衛
門
か
ら
相
談
を
う
け
た
清
十
郎
が
つ
と
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

清
十
郎
は
、
日
記
に
頻
繁
に
登
場
す
る
人
物
の
一
人
で
、
彦
七
は
も
ち
ろ
ん
内
木
家
の
面
々
と

日
頃
か
ら
懇
意
に
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
気
難
し
い
人
で
あ
っ
た
の
か
、
長
女
の
聟

と
仲な

か

違た
が

い
し
家
を
出
て
い
か
れ
、
の
ち
に
は
次
女
の
聟
と
も
険
悪
に
な
っ
て
、
一
時
期
そ
の
聟
を

実
家
に
戻
し
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で
す
。
た
だ
、
彦
七
と
は
気
が
合
っ
た
よ
う
で
、
彦
七
の
方
も
な
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に
か
と
清
十
郎
を
頼
り
に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
年
齢
な
ど
を
み
る
限
り
、
彦
七
よ
り
い
く
ら

か
若
い
位
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
お
ま
つ
の
婚
姻
を
め
ぐ
っ
て
は
、
両
家
の
人
間
よ

り
も
、
む
し
ろ
こ
の
清
十
郎
と
付
知
村
の
九
郎
右
衛
門
が
仲
人
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
し
た
。

縁
談
を
も
ち
か
け
る
手
順

縁
談
を
め
ぐ
り
仲
人
が
い
か
に
心
を
く
だ
い
た
か
、
清
十
郎
の
足
取
り
を
辿
っ
て
み
て
み
ま

し
ょ
う
。

清
十
郎
は
彦
七
に
直
接
縁
談
を
も
ち
か
け
る
二
日
前
の
一
〇
月
二
九
日
、
ま
ず
彦
七
の
妻
で
あ

る
「
ば
ゞ
」
と
長
男
の
善
右
衛
門
に
、
こ
の
縁
談
を
相
談
し
て
い
ま
す
。
清
十
郎
は
内
木
家
を
訪

問
し
た
も
の
の
、
彦
七
で
は
な
く
「
ば
ゞ
」
や
善
右
衛
門
と
し
ば
ら
く
話
し
込
ん
で
帰
っ
た
ら
し

く
、
彦
七
は
こ
れ
を
不
審
に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
遊
び
に
来
て
い
た
長
女
の
お
そ
よ
に
内

緒
話
の
内
容
を
聞
き
、
お
ま
つ
に
縁
談
が
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

清
十
郎
が
先
に
「
ば
ゞ
」
た
ち
に
話
し
た
の
は
、
こ
の
縁
談
に
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
や
、

彦
七
へ
の
伝
え
方
を
相
談
す
る
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
日
は
話
が
煮
つ

ま
ら
な
か
っ
た
の
か
、
清
十
郎
が
帰
っ
た
後
も
、
彦
七
に
は
何
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
次
の

日
、
今
度
は
清
十
郎
が
「
ば
ゞ
」
を
自
宅
に
呼
び
、
改
め
て
相
談
し
た
後
、
帰
宅
し
た
「
ば
ゞ
」
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か
ら
彦
七
に
話
が
あ
り
、
さ
ら
に
翌
日
に
な
っ
て
清
十
郎
が
直
接
彦
七
に
縁
談
を
伝
え
ま
し
た
。

い
き
な
り
家
長
で
あ
る
彦
七
に
話
を
も
ち
か
け
る
の
で
は
な
く
、
手
順
を
ふ
み
、
確
実
に
縁
談
話

を
進
め
よ
う
と
い
う
清
十
郎
の
慎
重
さ
を
感
じ
ま
す
。

さ
て
、
縁
談
話
を
伝
え
ら
れ
た
彦
七
は
「
相
手
の
家
の
強
い
希
望
で
あ
る
と
い
う
話
だ
か
ら
辞

退
す
る
の
も
気
の
毒
だ
が
、
家
計
が
苦
し
い
た
め
支
度
に
困
る
、
と
は
い
え
、
ま
ず
お
ま
つ
の
考

え
を
と
く
と
聞
き
出
し
て
、
そ
の
う
え
で
清
十
郎
が
よ
い
と
思
え
ば
、
お
世
話
し
て
く
れ
る
よ
う

に
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。「
家
計
が
苦
し
い
」
と
い

う
の
が
事
実
な
の
か
謙
遜
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彦
七
は
自
分
の
考
え
を
表
立
っ

て
伝
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
お
ま
つ
と
清
十
郎
に
判
断

を
委
ね
る
形
を
と
っ
て
い
ま
す（
一
一
月
一
日
）。

清
十
郎
は
こ
の
翌
日（
二
日
）、
早
速
お
ま
つ
の
気

持
ち
を
確
か
め
る
行
動
に
で
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
清

十
郎
は
下
準
備
を
怠
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
彦
七
の
母

（「
母
人
」）や
妹
の
お
つ
ね
夫
婦
が
住
む
《
冨
田
》
へ

お
そ
よ
と
と
も
に
赴
き
、
そ
こ
に
お
ま
つ
を
呼
び
出

し
ま
し
た
。
単
純
に
お
ま
つ
の
気
持
ち
を
確
か
め
る
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の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
《
冨
田
》
で
話
を
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
お
ま
つ
は

あ
ま
り
乗
り
気
で
な
か
っ
た
の
か
、
相
談
の
末
「
漸

よ
う
や
く

納な
っ

得と
く

い
た
し
候

そ
う
ろ
う」

と
あ
り
、
ど
う
に
か
縁

談
を
受
け
入
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

清
十
郎
は
、
お
ま
つ
が
渋
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
そ
わ
ざ
わ
ざ
《
冨
田
》
へ
お
ま
つ
を
呼
び
寄
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
祖
母
の
「
母
人
」

や
叔
母
の
お
つ
ね
、
く
わ
え
て
姉
の
お
そ
よ
に
ま
で
勧
め
ら
れ
た
ら
、
さ
す
が
に
お
ま
つ
も
断
る

訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
清
十
郎
は
ほ
か
の
縁
談
を
周
旋
し
て
い
た
様
子
も
み
ら
れ
ま
す
か
ら
、
ど

う
采
配
し
た
ら
う
ま
く
話
が
ま
と
ま
る
か
、
そ
の
あ
た
り
は
よ
く
よ
く
心
得
て
い
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

（
2
）　
婚
姻
の
背
景

お
ま
つ
が
こ
の
縁
談
に
乗
り
気
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ

で
少
し
、
お
ま
つ
自
身
や
、
お
相
手
の
《
紺
屋
》
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
ま
つ
と
《
紺
屋
》

お
ま
つ
が
婚
姻
を
結
ぶ
明
和
五
年（
一
七
六
八
）に
お
い
て
、
長
男
の
善
右
衛
門
は
三
四
歳
、
長

女
の
お
そ
よ
は
三
〇
歳
で
す
。
お
ま
つ
の
年
齢
は
残
念
な
が
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
次
女
で
す
か
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ら
、
三
〇
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
江
戸
時
代
は
早
婚
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
農
村
の
女
性
が
二
〇
歳
代
後
半
で
婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
お
ま
つ
に
は
ま
だ
結
婚
を
い
そ
ぐ
気
持
ち
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

年
齢
が
理
由
で
な
い
と
す
れ
ば
、
相
手
が
お
ま
つ
の
意
に
沿
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
嫁

ぎ
先
の
《
紺
屋
》
が
ど
う
い
っ
た
家
か
、
内
木
家
文
書
か
ら
は
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
両
家
の
結
納
に
あ
た
っ
て
は
、《
紺
屋
》
仲
人
の
九
郎
右
衛
門
ら
は
木き

曽そ

材ざ
い

木も
く

方か
た

の
手て

代だ
い

た
ち
か
ら
お
祝
い
の
伝
言
を
預
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
百
姓
が
そ
う
し

た
伝
言
を
預
か
っ
て
く
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら
、

《
紺
屋
》
も
内
木
家
と
同
様
、
な
に
か
し
ら
材
木
方

に
関
係
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

く
わ
え
て
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
一
七
日

に
内
木
家
で
お
ま
つ
と
聟
源
太
の
婚
儀（
祝
し
ゅ
う

言げ
ん

）が
執

り
お
こ
な
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
男
性
は
正
装
で

あ
る
「
上か

み

下し
も

」（
裃
）を
着
る
か
、
も
し
く
は
略
式
の

礼
装
で
あ
る
羽
織
・
袴
を
着
る
か
と
い
う
や
り
と
り

が
両
家
の
間
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
や
時
代
に

（
47
）

宮
下
美
智
子
「
農
村
に
お
け
る

家
族
と
婚
姻
」（『
日
本
女
性
史

第
三
巻　
近
世
』
東
京
大
学
出

版
会
、一
九
八
二
年
）、四
七
頁
。

（

（47

（
48
）

明
和
四
年（
一
七
六
七
）日
記
、

一
一
月
六
日
条
。

（

（48
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よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
に
裃
・
羽
織
・
袴
は
庄
屋
等
の
村
役
人
層
の
み
が
年
始
や
祝
言

な
ど
の
際
に
着
用
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
彦
七
は
結
局
、
諸し

ょ

事じ

倹け
ん

約や
く

の
折お

り

柄が
ら

で
あ
る
か
ら
略
式
の
羽

織
・
袴
を
着
用
す
る
つ
も
り
だ
と
回
答
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
生
じ
た
こ
と
か

ら
も
、《
紺
屋
》
が
た
だ
の
百
姓
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
家
柄
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
懸
隔
が
あ
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
お
ま
つ
が
気
に
し
た
の
は
他
の
こ
と
─
─
や
は
り
、
夫
と
な
る
源
太
に
つ
い
て
で
し
ょ

う
か
。

「
二
番
嫁
」

源
太
に
つ
い
て
も
、年
齢
や
職
業
な
ど
、は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
残
念
な
が
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、縁
談
を
め
ぐ
っ
て
は
、お
ま
つ
を
「
二
番
嫁
」
に
貰
い
た
い
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
ま
す
。

二
番
と
い
う
と
妾
や
後
妻
の
意
味
か
と
捉
え
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
長
男
の

嫁
を
一
番
嫁
と
い
い
、
次
男
の
嫁
を
二
番
嫁
、
三
男
の
嫁
を
三
番
嫁
…
と
呼
ぶ
風
習
が
一
般
に

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
両
家
の
婚
姻
を
め
ぐ
っ
て
は
、
忠
蔵
と
い
う
、
源
太
の
兄
と
思
し
き
人
物
が

し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、お
そ
ら
く
源
太
は
次
男
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
く
わ
え
て
、

忠
蔵
に
は
す
で
に
嫁
が
い
ま
し
た
。
当
時
の
加
子
母
で
二
番
嫁
が
ど
う
い
う
扱
い
を
受
け
た
か
は

定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
も
二
番
嫁
や
三
番
嫁
は
一
番
嫁
に
比
べ
、
し
ば
し
ば
粗
略
に
扱
わ

（
49
）

明
和
四
年（
一
七
六
七
）日
記
、

一
〇
月
二
九
日
条
。

（

（49

（
50
）

江
馬
三
枝
子
『
飛
驒
白
川
村
』

（
未
来
社
、一
九
七
五
年
）な
ど
。

（

（50
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れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
跡
継
ぎ
以
外
の
男
性
は
、
実
家
か
ら
な
か
な
か
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
肩

身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
彦
七
の
次
男
で
あ
る
武
助
の
場
合
は
、
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）に
新
宅
を
建
て
て
も
ら
い
、
嫁
を
迎
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
土
地
や
資
金
が
な
け
れ

ば
、
武
助
の
よ
う
に
独
立
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

お
ま
つ
が
婚
姻
を
渋
っ
た
の
に
は
、
そ
の
よ
う
に
二
番
嫁
と
し
て
同
居
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

心
配
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
隣
村
と
は
い
え
行
き
来
す
る
に
も
少
々
遠
い
距
離
で

す
か
ら
、慣
れ
親
し
ん
だ
生
活
を
捨
て
る
決
心
は
、な
か
な
か
つ
か
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

祝
言
を
め
ぐ
っ
て

話
し
合
い
の
結
果
お
ま
つ
が
婚
姻
に
「
納
得
」
し
た
一
一
月
二
日
以
降
、
と
ん
と
ん
拍
子
に
事

は
運
び
、
早
速
六
日
に
は
内
木
家
で
結
納
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
正
式
な
祝
言
の
日
取
り

に
つ
い
て
は
、「
冬
中
」
に
行
い
た
い
と
熱
望
す
る
《
紺
屋
》
と
、
冬
の
間
は
「
御
用
」
が
多
い

た
め
「
来
春
」
で
な
い
と
難
し
い
と
言
い
張
る
彦
七
の
間
で
、
清
十
郎
が
引
き
続
き
調
整
役
と
し

て
奔
走
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
彦
七
の
主
張
が
と
お
り
、
お
ま
つ
の
嫁
入
り
は
来
春
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
彦
七
は
わ
ざ
わ
ざ
岐
阜
へ
い
っ
て
も
ら
う
よ
う
お
そ
よ
の
夫
で
あ
る
藤
吉
に
お
願
い

（
51
）

旧
暦
で
冬
は
一
〇
月
〜
一
二

月
、
春
は
正
月
〜
三
月
。

（

（51
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し
、
種
々
の
道
具
を
調
達
し
て
い
ま
す
。
彦
七
が
あ
く
ま
で
来
春
と
言
い
張
っ
た
の
は
、「
御
用
」

の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
婚
姻
に
向
け
た
準
備
を
し
っ
か
り
し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
末
は
ち
ょ
う
ど
御
山
守
の
手
当（
雑
用
金
）が
は
い
っ
て
く
る
時
期
で
も
あ
り

ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
を
あ
て
に
す
る
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
兄
で
あ
る
善
右
衛
門
も
嫁

入
り
道
具
の
「
継つ

ぎ

箱ば
こ

」（
針
箱
、
裁
縫
箱
）や
「
長な

が

持も
ち

」
の
用
意
に
取
り
掛
か
り
、
彦
七
の
姪
の
旦
那
善

六
ま
で
も
が
油ゆ

単た
ん

の
染
め
に
つ
い
て
調
べ
て
き
て
く
れ
た
り
と
、
一
家
中
総
出
で
婚
礼
準
備
に
あ

た
っ
た
様
子
が
み
て
と
れ
ま
す
。

お
ま
つ
自
身
の
準
備
と
し
て
は
、「
歯は

黒ぐ
ろ

」
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
ま
す
。
歯
黒（
鉄
漿
）

と
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
主
に
結
婚
す
る
女
性
が
歯
を
黒
く
染
め
る
慣
習
で
す
。
長
女
の
お
そ

よ
の
場
合
は
二
〇
歳
の
と
き
に
近
所
の
《
岩
屋
》
清
十
郎
の
妻
に
鉄か

漿ね

つ
け
を
お
願
い
し
、
一

晩
泊
ま
っ
て
か
ら
帰
宅
し
て
、
さ
さ
や
か
な
お
祝
い
を
し
て
い
ま
す
。
お
ま
つ
の
場
合
は
祝
言
の

一
四
日
ほ
ど
前
に
お
そ
よ
に
お
願
い
し
、
お
そ
よ
宅
に
一
晩
お
邪
魔
し
て
、
同
じ
よ
う
に
鉄
漿
つ

け
の
お
祝
い
を
し
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
お
ま
つ
は
、
彦
七
の
妹
お
つ
ね
に
紬
の
単ひ

と

衣え

を
縫
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
自
分
の
分
も

手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
衣
類
な
ど
の
準
備
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
お
つ
ね
は
頻
繁
に
手
伝
い

に
来
て
く
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
き
っ
と
縫
い
物
を
し
な
が
ら
、
婚
家
で
の
心
得
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
も
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（

（52

（
52
）

衣
類
な
ど
を
入
れ
て
運
搬
・
保

存
す
る
た
め
の
、
蓋
の
つ
い
た

長
方
形
の
大
き
な
木
製
の
箱
。

（
53
）

長
持
な
ど
に
お
お
い
か
ぶ
せ
る

布
。
家
紋
を
入
れ
た
り
、唐
草
、

松
竹
梅
な
ど
の
模
様
を
染
め
出

し
た
り
し
た
。

（
54
）

宝
暦
八
年
「
三
浦
并
三
ヶ
村
御

山
御
用
留
」（
内
木
家
文
書
Ｂ
六

一
─
一
─
一
二
）、
一
一
月
二

一
・
二
二
日
条
。

（
55
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

正
月
五
日
条
。

（
56
）

同
右
、
正
月
一
三
日
条
ほ
か
。

（

（53

（

（54

（

（55

（

（56
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こ
う
し
た
準
備
を
経
て
、
い
よ
い
よ
明
和
五
年
の
正
月
一
七
日
に
は
彦
七
家
で
聟
入
り
の
祝
言

が
、
翌
一
八
日
に
は
付
知
で
嫁
入
り
の
祝
言
が
お
こ
な
わ
れ
、
お
ま
つ
は
正
式
に
《
紺
屋
》
の
一

員
と
な
り
ま
し
た
。
一
八
日
に
行
わ
れ
た
お
ま
つ
の
嫁
入
り
に
つ
い
て
は
、
彦
七
が
列
席
し
て
い

な
い
た
め
詳
し
い
記
載
は
な
い
も
の
の
、「
あ
の
方ほ

う
ニ
而て
至し

極ご
く

首し
ゅ

尾び

能よ
く

引ひ
き

渡わ
た
し

相あ
い

済す
み

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
皆み

な

々み
な

被も
う
し

申き
か

聞さ
れ

大た
い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
、
付
知
で
大
変
う
ま
く
嫁
入
り
が
済
ん
だ
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
喜

び
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

離
縁
を
し
て
も
・
・
・

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
心
を
砕
い
て
進
め
た
お
ま
つ
の
縁
談
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
お

ま
つ
は
《
紺
屋
》
に
打
ち
解
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
結
局
お
盆
の
頃
に
は
離
縁
が
決
ま
り
ま

す
。
正
月
に
祝
言
を
あ
げ
、
わ
ず
か
半
年
ほ
ど
で
離
縁
な
ん
て
…
…
と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
彦
七
の
日
記
を
み
て
い
る
と
、
ど
う
も
当
時
の
加
子
母
地
域
に
お
い
て
、
半
年
か
ら
一
年

程
度
で
の
離
縁
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

い
ま
の
一
般
的
な
婚
姻
と
違
っ
て
交
際
期
間
を
経
ま
せ
ん
か
ら
、
相
性
が
悪
け
れ
ば
仕
方
が
な

い
と
、
周
囲
も
理
解
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
、

む
し
ろ
お
互
い
様
で
、
も
ち
つ
も
た
れ
つ
。
当
時
の
加
子
母
で
は
そ
ん
な
人
と
人
の
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
こ
と
が
、内
木
家
の
ひ
と
た
ち
の
一
生
を
通
し
て
、み
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
57
）

聟
側
で
の
祝
言
に
は
嫁
側
の
両

親
は
列
席
し
な
い
の
が
習
わ
し

で
、
逆
も
同
じ
。
た
だ
し
親
以

外
の
兄
弟
姉
妹
や
親
類
・
縁
者

は
互
い
に
参
加
し
て
い
る
。

（
58
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

正
月
一
八
日
条
。

（

（57

（

（58

（
59
）

髙
木
ま
ど
か
「
近
世
山
村
に
お

け
る
離
縁　
─
美
濃
国
恵
那
郡

加
子
母
村
内
木
家
「
御
山
方
御

用
并
諸
事
日
記
」
か
ら
」（
徳
川

林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

第
五
五
号
、〈『
金
鯱
叢
書
』
第

四
八
輯
所
収
〉、二
〇
二
一
年
）。

（

（59



─ 46 ─

4
　
加
子
母
村
の
家
族
の
姿

（
1
）　
加
子
母
村
の
家
族
構
成
│
中
切
地
区
を
事
例
に
│

中
切
地
区
の
人
別
帳
の
性
格

さ
て
、
こ
れ
ま
で
内な

い

木き

彦ひ
こ

七し
ち

家
や
周
辺
の
人
び
と
を
取
り
上
げ
て
、
出
産
・
子
育
て
・
婚
姻
な

ど
に
つ
い
て
扱
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
加か

子し

母も

村
の
家
族
構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
内
木
彦
七
武た

け

久ひ
さ

が
書
き
残
し
た
日
記
よ
り
は
後
の
時
期
に
な
り

ま
す
が
、
嘉か

永え
い

三
年（
一
八
五
〇
）の
中な

か

切ぎ
り

地
区
の
人に

ん

別べ
つ

帳ち
ょ
う（「

嘉
永
三
年
戌い
ぬ

三
月　

人
別
御
改
帳　

恵え

那な

郡

加
子
母
村
」）を
用
い
て
、
加
子
母
村
の
家
族
の
姿
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
別
帳
と
は
、
一
般
的
に
領
主
が
領
内
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
村
・
町
単
位
に
家
の
数

や
居
住
人
口
を
調
査
し
た
も
の
で
す
。
今
回
取
り
上
げ
る
人
別
帳
に
は
、
①
各
家
の
石こ

く

高だ
か

・
②
職

業
・
③
住
居
の
場
所
・
④
当と

う

主し
ゅ

や
家
族
の
名
前
・
⑤
年
齢
・
⑥
婚
姻
の
形
態
・
⑦
前
回
の
人
別
帳

が
作
成
さ
れ
た
後
に
出
生
も
し
く
は
死
去
し
た
人
び
と
や
他
村
へ
移
動
し
た
人
び
と
の
名
前
、
な

ど
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
⑦
の
情
報
の
う
ち
、
死
去
も
し
く
は
他
村
へ
移
動
し
た

た
め
、
嘉
永
三
年
三
月
時
点
で
中
切
地
区
に
居
住
し
て
い
な
い
人
び
と
に
つ
い
て
は
朱
字
で
記
入

（

（60

（
60
）

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
。

（
61
）

そ
の
土
地
の
農
業
生
産
力
を
米

の
量
に
換
算
し
て
表
示
し
た
も

の
。
一
石
は
約
一
八
〇
リ
ッ
ト

ル
。

（

（61

さ
れ
て
い
ま
す
。
清せ

い

右え

衛も

門ん

の
家（
表
1
─
19
）を
事
例
に
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
①
清
右

衛
門
家
の
石
高
は
、「
壱い

っ

石こ
く

壱い
っ

斗と

九き
ゅ
う

升し
ょ
う

六ろ
く

合ご
う

弐に

夕し
ゃ
く」、
②
職
業
は
農
業
、
③
住
居
は
持
ち
家
で
あ

る
こ
と
、
④
家
族
の
名
前
や
⑤
年
齢
と
し
て
、
当
主
の
清
右
衛
門（
五
七
歳
）の
ほ
か
、
妻
の
せ
い

（
四
九
歳
）、
夫
婦
の
息
子
久く

米め

之の

助す
け（

二
六
歳
）、
娘
の
じ
や
う（
一
八
歳
）・
か
ま（
一
五
歳
）・
と
め（
一
一

歳
）、「
懸か

か

り
人び

と

」（
詳
細
は
後
述
）の
勝か

つ

蔵ぞ
う（

七
四
歳
）・
亀か

め

平へ
い（

五
三
歳
）・
甚じ

ん

平ぺ
い（

四
六
歳
）が
住
ん
で
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
⑥
婚
姻
形
態
と
し
て
、
加
子
母
村
居
住
の
勇ゆ

う

二じ

郎ろ
う

の
娘
だ
っ
た
せ

い
が
、
文ぶ

ん

政せ
い

四
年（
一
八
二
一
）一
二
月
に
清
右
衛
門
に
嫁
い
だ
こ
と
、
⑦
前
回
の
人
別
帳
作
成
以

降
に
死
亡
し
た
人
物
と
し
て
、
娘
の
も
よ（
年
齢
は
不
明
）の
名
前
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
人
別
帳
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
、
⑦
の
情
報
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
⑦
に
は
、
名
前
と
と
も
に
該
当
す
る

年
月
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
月
を
一
番
古
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る

と
、
嘉
永
三
年
よ
り
五
年
前
の
弘
化
三
年（
一
八
四
五
）二
月
で
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
前
回
の
人
別
帳
が
作
成
さ
れ
た
時
期
は
、
弘
化
三
年
よ
り
前
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
記
載
さ
れ
た
順
番
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

表
1
は
、
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
の
う
ち
、
各
家
で
最
初
に
名
前

（

（62

（
62
）

ハ
イ
フ
ン
以
降
の
数
字
は
、
表

1
の
番
号
欄
の
数
字
を
示
す
。
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さ
れ
て
い
ま
す
。
清せ

い

右え

衛も

門ん

の
家（
表
1
─
19
）を
事
例
に
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
①
清
右

衛
門
家
の
石
高
は
、「
壱い

っ

石こ
く

壱い
っ

斗と

九き
ゅ
う

升し
ょ
う

六ろ
く

合ご
う

弐に

夕し
ゃ
く」、

②
職
業
は
農
業
、
③
住
居
は
持
ち
家
で
あ

る
こ
と
、
④
家
族
の
名
前
や
⑤
年
齢
と
し
て
、
当
主
の
清
右
衛
門（
五
七
歳
）の
ほ
か
、
妻
の
せ
い

（
四
九
歳
）、
夫
婦
の
息
子
久く

米め

之の

助す
け（

二
六
歳
）、
娘
の
じ
や
う（
一
八
歳
）・
か
ま（
一
五
歳
）・
と
め（
一
一

歳
）、「
懸か

か

り
人び

と

」（
詳
細
は
後
述
）の
勝か

つ

蔵ぞ
う（

七
四
歳
）・
亀か

め

平へ
い（

五
三
歳
）・
甚じ

ん

平ぺ
い（

四
六
歳
）が
住
ん
で
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
⑥
婚
姻
形
態
と
し
て
、
加
子
母
村
居
住
の
勇ゆ

う

二じ

郎ろ
う

の
娘
だ
っ
た
せ

い
が
、
文ぶ

ん

政せ
い

四
年（
一
八
二
一
）一
二
月
に
清
右
衛
門
に
嫁
い
だ
こ
と
、
⑦
前
回
の
人
別
帳
作
成
以

降
に
死
亡
し
た
人
物
と
し
て
、
娘
の
も
よ（
年
齢
は
不
明
）の
名
前
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
人
別
帳
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
、
⑦
の
情
報
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
⑦
に
は
、
名
前
と
と
も
に
該
当
す
る

年
月
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
月
を
一
番
古
く
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る

と
、
嘉
永
三
年
よ
り
五
年
前
の
弘
化
三
年（
一
八
四
五
）二
月
で
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
前
回
の
人
別
帳
が
作
成
さ
れ
た
時
期
は
、
弘
化
三
年
よ
り
前
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
記
載
さ
れ
た
順
番
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

表
1
は
、
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
の
う
ち
、
各
家
で
最
初
に
名
前

（

（62

（
62
）

ハ
イ
フ
ン
以
降
の
数
字
は
、
表

1
の
番
号
欄
の
数
字
を
示
す
。

図3　�「嘉永三年戌三月 人別御改帳�恵那郡加子
母村」より部分（加子母総合事務所所蔵）
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が
書
か
れ
た
人
物（
こ
こ
で
は
筆ひ
っ

頭と
う

人に
ん

と
表
記
し
ま
す
）、
年
齢
・
職
業
・
同
居
す
る
家
族
の
続

つ
づ
き

柄が
ら

を
、

史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
順
に
並
べ
た
も
の
で
す
。
記
載
さ
れ
て
い
る
順
番
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組

合
ご
と
に
固
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
源げ

ん

右え

衛も

門ん
（
表
1
─
1
）〜
そ
よ（
表
1
─
7
）、
栄え

い

左ざ

衛え

門も
ん（

表
1
─
8
）〜
甚じ

ん

兵べ

衛え
（
表
1
─
13
）、
甚じ

ん

助す
け（

表
1
─
14
）〜
勝か

つ

五ご

郎ろ
う（

表
1
─
18
）、
清
右
衛
門（
表
1

─
19
）〜
定さ

だ

右え

衛も

門ん
（
表
1
─
26
）、
と
ら（
表
1
─
27
）〜
菊き

く

平へ
い（

表
1
─
35
）、
兵へ

い

助す
け（

表
1
─
36
）〜
伊い

兵へ

衛え
（
表
1
─
40
）、
久

き
ゅ
う

作さ
く（

表
1
─
41
）〜
吉き

ち

右え

衛も

門ん
（
表
1
─
46
）が
同
じ
組
合
で
し
た
。
源
右
衛
門
や
栄

左
衛
門
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
一
番
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
が
組く

み

頭が
し
らと
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
筆
跡
が
す
べ
て
同
一
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
人
別
帳
は
、
各
組
頭

か
ら
庄

し
ょ
う

屋や

の
も
と
に
提
出
さ
れ
た
情
報
を
、
庄
屋
が
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
と
推
測
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
嘉
永
三
年
三
月
に
、
こ
の
人
別
帳
が
作
成
さ
れ
た
理
由
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
江
戸
幕
府
は
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
子ね

年
や
午う

ま

年
に
全
国
的
な
人
口
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
し
た
が
、
嘉
永
三
年
は
戌
年
で
す
の
で
、
時
期
に
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

加
子
母
村
で
は
何
ら
か
の
事
情
で
人
別
帳
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
中
切
地
区
に
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
数
が
居
住
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
別
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
人
数
を
数
え
た
と
こ
ろ
、
二
八
六
人
で
し
た
。
そ
の
う
ち
男
性
は

一
四
二
人
・
女
性
は
一
四
四
人
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
人
数
に
は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
人
や
別
の

地
域
へ
移
動
し
た
人（
＝
人
別
帳
に
朱
字
で
記
さ
れ
て
い
る
人
び
と
）が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
実
際

（
63
）

子
供
・
兄
・
弟
・
姉
・
妹
な
ど

家
族
の
関
係
性
の
こ
と
。

（

（63
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に
居
住
し
て
い
た
人
数
は
二
四
八
人（
男
性
一
二
六
人
・
女
性
一
二
二
人
）に
な
り
ま
す
。
ほ
ぼ
同
数
の

男
女
が
嘉
永
三
年
の
中
切
地
区
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

家
族
の
構
成
員

引
き
続
き
、
表
1
を
用
い
て
、
中
切
地
区
に
居
住
し
た
家
の
数
、
家
族
の
人
数
、
職
業
な
ど
に

注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

嘉
永
三
年
当
時
、中
切
地
区
に
居
住
し
た
家
の
数
は
計
四
六
家
で
し
た
。
各
家
の
職
業
で
す
が
、

重
複
を
含
む
と
、
農
業
が
四
四
家
、
住
居
で
商
売
を
営
ん
で
い
る
小こ

商あ
き
ない

が
二
家
、
医
師
・
大
工
・

猟
師
・
山や

ま

稼か
せ
ぎ・
日ひ

雇や
と
いが
一
家
ず
つ
と
農
業
を
営
む
家
が
多
い
状
況
で
し
た
。
家
族
の
人
数
は
、

一
一
人
家
族
が
二
家
、
一
〇
人
が
一
家
、
九
人
が
四
家
、
八
人
が
四
家
、
七
人
が
四
家
、
六
人
が

五
家
、
五
人
が
八
家
、
四
人
が
五
家
、
三
人
が
五
家
、
二
人
が
七
家
、
一
人
が
一
家
と
な
り
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
当
主
の
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
、
当
主
の
両
親
が
同
居
し
、
家
に
よ
っ
て
は
「
懸か

か

り
人び

と

」
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。「
懸
り
人
」
は
全
四
六
家
の
う
ち
、
一
八
家
で
確
認
で

き
、
そ
の
人
数
は
計
三
三
人（
男
性
一
九
人
・
女
性
一
四
人
）に
お
よ
び
ま
す
。
辞
書
に
よ
る
と
、「
懸

り
人
」
は
、
掛

か
か
り

人び
と

と
も
表
記
し
、
結
婚
せ
ず
生
家
に
い
る
人
や
居い

候そ
う
ろ
うの

存
在
を
意
味
す
る
言
葉

で
す
。
表
1
の
筆
頭
人
と
「
懸
り
人
」
と
の
年
齢
差
に
注
目
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
弥や

助す
け（

表

1
─
2
、
二
九
歳
）の
「
懸
り
人
」
徳と

く

之の

助す
け

の
年
齢
が
二
二
歳
、
源げ

ん

治じ

郎ろ
う（

表
1
─
3
、
二
九
歳
）の
「
懸

（
64
）

小
規
模
の
商
売
を
営
む
こ
と
。

（
65
）

山
で
木
を
伐
っ
た
り
、
薪
を

採
っ
た
り
、
炭
を
焼
く
な
ど
し

て
生
計
を
立
て
る
こ
と
。

（

（64

（

（65
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表1　中切地区に居住した人々
番号 筆頭人 年齢 職業 人数 家族の構成員（注1）

1 源右衛門 29 農業 7 妻（ちえ〈31〉）、男子（寅之助〈7〉）、母（はな〈53〉）、懸り
人男3（米太郎〈24〉・五兵衛〈22〉・末松〈18〉）

2 弥助 29 農業＋小
商い 5 妻（くら〈23〉）、父（清蔵〈66〉）、母（まつ〈64〉）、懸り人男（徳

之助〈22〉）

3 源治郎 29 農業 6 妻（うら〈29〉）、父（庄助〈71〉）、母（まつ〈56〉）、懸り人男2（庄
松〈26〉・源五郎〈23〉）

4 玄晴 69 医師 2 女子（りせ〈41〉）
5 まん 34 農業 2 �女子（よね〈13〉）�

6 治右衛門 62 農業 5 妻（つな〈54〉）、男子（松五郎〈18〉）、聟（傳作〈29〉）、傳
作妻（くま〈29〉）

7 そよ 69 農業 1

8 栄左衛門 42 農業 9
妻（ろく〈27〉）、男子3（定吉〈24〉・岩太郎〈11〉・菊太郎〈3〉）、
女子2（ふん〈16〉・はる〈8〉）、母（るの〈62〉）、懸り人女（け
い〈23〉）

9 長治郎 41 農業 8
妻（しま〈41〉）、男子2（長松〈14〉・三之助〈7〉）、女子2（ろ
く〈11〉・とめ〈4〉）、懸り人男（七蔵〈27〉）、懸り人女（ゆ
か〈30〉）

10 善左衛門 34 農業 2 �妻（きた〈28〉）

11 銀重 47 農業 11
妻（つる〈40〉）、男子4（平吉〈21〉・松之助〈17〉・権之助〈12〉・
熊太郎〈6〉）、女子（ぎん〈10〉）、父（銀左衛門〈70〉）、母（ま
つ〈69〉）、懸り人女2（しも〈27〉・とも〈24〉）

12 浅平 72 農業 2 妻（よし〈61〉）

13 甚兵衛 57 農業 10
妻（きせ〈50〉）、男子5（新助〈31〉・銀平〈29〉・多之助〈21〉・
縫之助〈19〉・栄太郎〈16〉）、女子（しげ〈24〉）、母（ちや
う〈83〉）、新助妻（せき〈27〉）

14 甚助 34 農業 8 妻（なみ〈26〉）、女子2（ひち〈8〉・ぶん〈2〉）、母（つる〈71〉）、
懸り人男2（柳吉〈32〉・梅之助〈21〉）、懸り人女（とめ〈27〉）

15 惣七 70 農業 4 妻（ろく〈50〉）、男子（七之助〈20〉）、懸り人男（勇助〈55〉）

16 仲平 41 農業・猟
師 4 妻（いそ〈36〉）、男子2（栄吉〈25〉・浅之助〈9〉）

17 長平 50 日雇 2 母（たつ〈75〉）

18 勝五郎 64 農業 8
妻（ぶん〈49〉）、男子（文之助〈11〉）、女子（かま〈6〉）、懸
り人男（三之助〈43〉）、懸り人女3（たみ〈59〉・ちか〈27〉・
とめ〈20〉）

19 清右衛門 57 農業 9
妻（せい〈49〉）、男子（久米之助〈26〉）、女子3（じやう〈18〉・
かま〈15〉・とめ〈11〉）、懸り人男3（勝蔵〈74〉・亀平〈53〉・
甚平〈46〉）

20 勘助 68 農業 2 妻（この〈73〉）

21 文右衛門 59 農業 8 妻（とら〈54〉）、聟（新助〈28〉）、女子3（梅〈21〉・すゑ〈16〉・
ひち〈7〉）、新助妻（あき〈28〉）、新助子（鍋太郎〈2〉）

22 幸左衛門 56 農業 5 妻（かや〈43〉）、女子（きん〈23〉）、母（すみ〈76〉）、懸り
人男（由蔵〈72〉）

23 徳蔵 54 農業 3 妻（まき〈42〉）、養子（金之助〈22〉）
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24 茂兵衛 69 農業 4 妻（たか〈69〉）、男子（六之助〈27〉）、懸り人男（傳之助〈55〉）

25 半左衛門 70 農業 5 聟（弥蔵〈29〉）、弥蔵妻（なべ〈31〉）、男子（嶋之助〈5〉）、
女子（さと〈17〉）

26 定右衛門 52 農業 7 妻（くま〈47〉）、男子3（浅之助〈27〉・鍋之助〈24〉・鉄之
助〈10〉）、女子（たけ〈22〉）、浅之助妻（きく〈22〉）

27 とら 48 農業 5 男子3（文助〈43〉・浪治郎〈21〉・柳助〈18〉）、女子（きん〈22〉）

28 徳右衛門 52 農業・大
工 9 妻（べん〈39〉）、男子2（善之助〈19〉・銀松〈3〉）、女子4（き

く〈24〉・すゑ〈21〉・とめ〈15〉・ちの〈8〉）、母（みよ〈85〉）
29 傳十郎 65 農業 3 男子2（長吉〈32〉・亀次郎〈27〉）

30 亀太郎 21 農業 7 母（つき〈48〉）、弟2（菊之助〈15〉・乙次郎〈8〉）、懸り人女3（そ
の〈60〉・ふい〈26〉・なべ〈18〉）

31 四郎治 59 農業 7
妻（かの〈53〉）、聟（四郎右衛門〈31〉）、女子2（ろく〈24〉・
きん〈19〉）、四郎右衛門妻（みね〈31〉）、四郎右衛門男子（初
二郎〈5〉）

32 せつ 76 農業 2 �女子（つる〈46〉）

33 喜兵衛 41 農業 6 妻（きく〈42〉）、男子3（仁太郎〈8〉・鍋助〈6〉・米太郎〈2〉）、
女子（しやう〈10〉）

34 りわ 56 農業 9
聟（松助〈27〉）、女子3（きん〈23〉・きわ〈21〉・きの〈19〉）、
松助妻（すわ〈33〉）、懸り人男（惣吉〈56〉）、惣吉妻（かつ

〈57〉）、惣吉男子（八之助〈24〉）
35 菊平 52 農業 3 �妻（まつ〈42〉）��、女子（くま〈6〉）
36 兵助 28 農業 4 父（兵左衛門〈78〉）、母（たけ〈68〉）、懸り人女（いね〈40〉）
37 丹右衛門 51 農業 5 妻（きき〈46〉）、女子3（なべ〈25〉・しやう〈15〉・はな〈6〉）

38 元右衛門 59 農業 5 妻（まつ〈55〉）、男子（午治郎〈17〉）、聟（藤十郎〈39〉）、
藤十郎妻（じゆ〈34〉）

39 りやう 37 農業・小
商い 6 男子3（藤治郎〈11〉・竹二郎〈9〉・彦次郎〈6〉）、父（柳蔵〈70〉）、

母（なか〈60〉）

40 伊兵衛 51 農業 11
妻（ゐし〈49〉）、男子3（松之助〈19〉・万次郎〈13〉・幾松〈7〉）、
女子2（さく〈26〉・いわ〈22〉）、懸り人男2（弁蔵〈46〉・仁
太郎〈24〉）、弁蔵女子2（とく〈15〉・こう〈11〉）

41 久作 29 農業 3 妻（かま〈32〉）、男子（松之助〈19〉）

42 忠兵衛 58 農業 6 男子3（松助〈38〉・虎之助〈18〉・友弥〈11〉）、松助妻（す
み〈29〉）、松助男子（栄治郎〈1〉）

43 弥兵衛 84 農業 4 聟（弥治郎〈44〉）、弥治郎妻・家女（より〈39〉）、弥治郎男
子（初治郎〈2〉）

44 宇右衛門 47 農業 3 母（きく〈75〉）、懸り人女（しげ〈10〉）

45 理平 54 農業・山
稼 6 妻（きん〈43〉）、女子4（ぎん〈19〉・こち〈12〉・うた〈9〉・

みね〈6〉）

46 吉右衛門 44 農業 5 妻・家女（ゐち〈39〉）、女子（やす〈8〉）、祖母（もと〈92〉）、
懸り人女（はや〈33〉）

出典：�「嘉永三年　人別御改帳　恵那郡加子母村」（加子母総合事務所所蔵）
（注1）：表の掲載順は、人別帳の掲載順に従った。
（注2）：�山括弧内の数字は年齢。家族の構成員を四角で囲んでいる場合は続柄が史料に記されてい

ないが、年齢などにより類推した箇所。
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り
人
」
庄

し
ょ
う

松ま
つ

・
源げ

ん

五ご

郎ろ
う

の
年
齢
が
そ
れ
ぞ
れ
二
六
歳
・
二
三
歳
と
い
う
よ
う
に
、
筆
頭
人
と
「
懸

り
人
」
の
年
齢
差
が
近
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
人
別
帳
に
は
「
懸
り
人
」
と
い
う

文
言
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
筆
頭
人
と
の
関
係
性
は
こ
れ
以
上
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
右
に

紹
介
し
た
「
懸
り
人
」
は
、
筆
頭
人
に
と
っ
て
い
ず
れ
も
未
婚
の
弟
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
お
ま
つ
の
結
婚
相
手
で
あ
っ
た
源
太
と
同
様
に
、
彼
ら
は
跡
継
ぎ
で
は
な
い
の
で
、
お
兄
さ

ん
と
一
緒
に
住
む
の
は
少
し
気
ま
ず
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、「
懸
り
人
」
に
は
、
奉
公
人
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
懸
り
人
」
三
三

人
の
う
ち
、
一
〇
代
が
三
人（
男
性
一
人
・
女
性
二
人
）、
二
〇
代
が
一
五
人（
男
性
八
人
・
女
性
七
人
）、

三
〇
代
が
三
人（
男
性
一
人
・
女
性
二
人
）い
て
、
四
〇
歳
未
満
が
二
一
人
と
六
割
強
を
占
め
ま
す
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
頭
人
の
弟
や
妹
で
、
な
お
か
つ
未
婚
の
者
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

た
と
え
ば
銀ぎ

ん

重じ
ゅ
う（

表
1
─
11
、
四
七
歳
）の
「
懸
り
人
」
し
も
、
と
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
七
歳
、
二
四

歳
と
銀
重
に
比
べ
て
二
〇
歳
以
上
も
若
い
の
で
、
彼
女
た
ち
は
奉
公
人
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
2
）　
中
切
地
区
に
居
住
し
た
人
び
と

年
齢
分
布

中
切
地
区
に
居
住
し
た
人
び
と
は
、
何
歳
代
の
人
が
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
表
2
は
、
人
別
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帳
に
記
載
さ
れ
た
人
び
と
の
う
ち
、
嘉
永
三
年
当
時
に
居
住
し
て
い
た
人
び
と
の
年
齢
を
ま
と
め

た
も
の
で
す
。

表
2
か
ら
よ
み
と
れ
る
と
お
り
、
一
〇
歳
未
満
が
三
〇
人
、
一
〇
代
が
四
〇
人
、
二
〇
代
が

六
二
人
と
三
〇
歳
未
満
の
人
び
と
が
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
七
〇
代
が

一
五
人
、八
〇
代
が
三
人
、九
〇
代
が
一
人
、と
高
齢
の
人
び
と
も
一
定
数
居
住
し
て
い
ま
し
た
。

婚
姻
の
形
態

人
別
帳
か
ら
婚
姻
に
関
す
る
情
報
も
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
別
帳
で
確
認
で
き
る
婚
姻
の

数
は
三
八
例
で
す
。
そ
の
う
ち
、
嫁
を
迎
え
た
事
例
が
三
〇
例
、
聟
を
迎
え
た
事
例
が
八
例
と
な

り
ま
す
。
嫁
を
迎
え
た
三
〇
例
の
う
ち
、
二
九
例
が
加
子
母
村
内
か
ら
迎
え
た
事
例
で
す
が
、
残

り
の
一
例
は
飛ひ

驒だ

国
益ま

し

田た

郡
乗の

り

政ま
さ

村（
現
・
岐
阜
県
下げ

呂ろ

市
）か
ら
嫁
を
迎
え
た
事
例
で
す（
表
1
─
28
、

徳と
く

右え

衛も

門ん

の
妻
べ
ん
）。
同
様
に
聟
を
ど
こ
か
ら
迎
え
た
か
確
認
し
て
み
る
と
、
八
例
の
う
ち
五
例

が
加
子
母
村
、
乗
政
村
が
一
例（
表
1
─
43
、
弥や

兵へ

衛え

の
聟
弥や

治じ

郎ろ
う

）、
飛
驒
国
益
田
郡
御み

厩ま
や

野の

村（
現
・

岐
阜
県
下
呂
市
）が
一
例（
表
1
─
18
、
勝か
つ

五ご

郎ろ
う

）、
飛
驒
国
大お

お

野の

郡
江え

名な

子こ

村（
現
・
岐
阜
県
高た
か

山や
ま

市
）が
一

例（
表
1
─
46
、
吉
右
衛
門
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
嫁
を
迎
え
る
場
合
も
聟
を
迎
え
る
場
合
も
、
加
子

母
村
内
か
ら
迎
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

人
別
帳
に
は
婚
姻
し
た
年
月
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
期
が
第
一
子
の
生せ

い

年ね
ん

よ
り
も

表2　中切地区に居住した人々の年齢分布
0 ～ 9 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 計

男 18 20 32 8 12 19 7 9 1 0 126
女 12 20 30 14 17 11 9 6 2 1 122
計 30 40 62 22 29 30 16 15 3 1 248

出典：「嘉永三年　人別御改帳　恵那郡加子母村」（加子母総合事務所所蔵）
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遅
か
っ
た
り
、
婚
姻
し
た
年
月
が
わ
か
ら
な
く
て
も
子
ど
も
と
の
年
齢
が
明
ら
か
に
近
す
ぎ
た
り

す
る
場
合
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
ま
す
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
栄
左
衛
門（
表
1
─
8
）・
仲

ち
ゅ
う

平へ
い（

表
1

─
16
）・
幸こ

う

左ざ

衛え

門も
ん（

表
1
─
22
）・
茂も

兵へ

衛え
（
表
1
─
24
）・
徳
右
衛
門（
表
1
─
28
）・
丹た

ん

右え

衛も

門ん
（
表
1
─

37
）・
久

き
ゅ
う

作さ
く（

表
1
─
41
）・
吉
右
衛
門（
表
1
─
46
）の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
栄
左
衛
門

の
事
例
で
は
、
妻
の
ろ
く
は
、
人
別
帳
作
成
よ
り
四
年
前
の
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）一
二
月
に
栄

左
衛
門
の
家
に
嫁
ぎ
ま
し
た
。
し
か
し
、
男
子
定さ

だ

吉き
ち（

二
四
歳
）と
岩い

わ

太た

郎ろ
う（

一
一
歳
）は
す
で
に
生
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
栄
左
衛
門
と
ろ
く
の
結
婚
期
間
よ
り
も
若
い
年
齢
の
子
ど
も
は
菊き

く

太た

郎ろ
う（

三
歳
）

し
か
い
な
い
の
で
、
ろ
く
が
実
際
に
出
産
し
た
の
は
菊
太
郎
の
み
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

後
者
に
つ
い
て
は
と
ら（
表
1
─
27
）の
事
例
が
該
当
し
ま
す
。
と
ら
の
夫
は
す
で
に
亡
く
な
っ

て
い
る
た
め
、
と
ら
と
夫
と
の
年
齢
差
や
婚
姻
の
年
月
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
第
一
子
の
文ぶ

ん

助す
け

は
四
三
歳
で
、
と
ら
と
は
五
歳
し
か
違
わ
な
い
の
で
、
と
ら
が
出
産
し
た
子
で
は
な
い
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
の
場
合
も
妻
と
第
一
子
と
の
間
で
実
際
の
血け

つ

縁え
ん

関
係
が
無
い
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
右
に
紹
介
し
た
事
例
の
人
び
と
は
、
前ぜ

ん

妻さ
い

や
前ぜ

ん

夫ぷ

と
離り

縁え
ん

も
し
く
は
死
別
し
た

後
に
再
婚
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

再
婚
し
た
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
が
う
か
が
え
る

事
例
と
し
て
、
茂
兵
衛（
六
九
歳
）の
事
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
茂
兵
衛
は
、
た
か（
六
九
歳
）と
夫
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婦
で
す
が
、
二
人
が
婚
姻
し
た
時
期
は
、
な
ん
と
五
年
前
の
弘
化
三
年
、
二
人
が
六
四
歳
の
時
で

す
。
茂
兵
衛
の
家
族
に
は
男
子
の
六
之
助（
二
七
歳
）と
「
懸
り
人
」
の
傳
之
助（
五
五
歳
）が
い
ま
し

た
が
、
た
か
は
茂
兵
衛
や
そ
の
家
族
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
茂
兵
衛
と
夫

婦
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
中
切
地
区
の
家
族
の
な
か
に
は
、
子
ど
も
や
高
齢
者
と
同
居
し

て
い
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
病
気
や
介
護
に
接
す
る
機
会
が

多
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、
病
気
や
介
護
と
い
っ
た
問
題
に
も
目
を
向
け
な
が

ら
、
引
き
続
き
彦
七
の
日
記
を
用
い
て
、
人
の
一
生
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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5
　
病
に
対
処
す
る

（
1
）　
病
気
へ
の
対
応

彦
七
が
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
の
対
応

当
時
の
加
子
母
の
人
び
と
は
、
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
明め

い

和わ

五
年（
一
七
六
八
）の
日
記
を
用
い
て
、
七
月
〜
八
月
に

彦ひ
こ

七し
ち

が
腹
痛
や
耳
の
腫
れ
を
発
症
し
た
と
き
の
対
処
法
を
取
り
上
げ
ま
す
。
彦
七
は
、
同
年
七
月

一
七
日
か
ら
二
四
日
ま
で
付つ

け

知ち

山
の
御お

材ざ
い

木も
く

仕し

出だ
し

跡あ
と

に
木こ

口ぐ
ち

印い
ん

を
入
れ
る
作
業
の
た
め
、
七
月

二
九
日
か
ら
八
月
一
三
日
ま
で
三み

浦う
れ

山
の
見
廻
り
の
た
め
、《
桑く

わ

原ば
ら

》（
彦
七
の
家
）に
は
い
な
い
状

況
で
し
た
。

さ
っ
そ
く
日
記
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
七
月
二
一
日
に
彦
七
は
腹
痛
を
発
症
し
て
し
ま
い
ま

す
。
何
回
か
雪せ

っ

隠ち
ん

に
通
い
、「
難な

ん

儀ぎ
な〳
ん
ぎ〵

」
と
記
す
ほ
ど
痛
み
が
強
い
状
況
で
し
た
。
同
行
し
て

い
た
付
知
村
の
杣そ

ま

頭が
し
ら

清せ
い

助す
け

か
ら
丸が

ん

薬や
く

を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
あ
ま
り
効
果
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
翌
二
二
日
も
腹
痛
が
治
ま
ら
な
い
た
め
、
彦
七
は
滞
在
し
て
い
る
小
屋
で
安

静
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
清
助
を
下
山
さ
せ
て
、
薬
の
入
手
に
向
か
わ
せ
ま
す
。

（

（66

（
66
）

ハ
ン
マ
ー
状
の
道
具
で
、
鋳
鉄

の
刻
印
面
に
文
字
が
刻
ま
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
樹
木
の
表
面
に

叩
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
印
章

を
打
刻
す
る
も
の
。
木
口
印
の

詳
細
は
芳
賀
和
樹
『
林
政
史

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　
尾
張
藩
の
林

政
と
森
林
文
化
一　

御
山
守
の

仕
事
と
森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』

（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会

徳
川
林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二

〇
年
）一
八
頁
を
参
照
。

（
67
）

便
所
の
こ
と
。

（
68
）

球
状
の
薬
。

（

（67

（

（68
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し
か
し
、
大
雨
に
よ
る
洪
水
の
た
め
、
清
助
は
二
二
日
の
う
ち
に
小
屋
ま
で
戻
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
翌
二
三
日
に
清
助
は
薬
を
入
手
し
て
戻
っ
て
き
た
の
で
、
彦
七
は
さ
っ
そ
く
薬
を

煎せ
ん

じ
て
服
用
し
ま
し
た
。
清
助
か
ら
連
絡
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
か
、
昼
前
に
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

・
付
知

村
の
庄

し
ょ
う

屋や

の
忠

ち
ゅ
う

左ざ

衛え

門も
ん

な
ど
が
見
舞
い
に
来
ま
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
薬
の
効
果
が
あ
っ
た
た
め
か
、
翌
二
四
日
に
は
腹
痛
は
快
方
に
向
か
っ
た
の

で
、
彦
七
は
付
知
山
か
ら
下
山
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
忠
左
衛
門
が
気
を
利
か
し
て
、
体
調

が
万
全
で
な
い
彦
七
を
乗
せ
る
た
め
の
駕か

籠ご

を
昨
日
か
ら
用
意
し
て
い
ま
し
た
が
、
彦
七
は
忠
左

衛
門
の
申
し
出
を
断
っ
て
い
る
の
で
、
駕
籠
に
乗
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
快
復
し
た
よ
う
で
す
。
一

方
で
、
体
調
は
快
復
し
た
も
の
の
お
腹
の
調
子
が
完
全
に
戻
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
彦
七
が
帯た

い

刀と
う

し
て
い
た
刀
は
、
同
行
し
て
い
た
源げ

ん

太た

に
下
山
の
途
中
ま
で
持
た
せ
、
そ
の
後
、
迎
え
に
来
た

武た
け

助す
け

に
持
た
せ
ま
し
た
。
下
山
し
た
彦
七
は
忠
左
衛
門
の
家
に
寄
り
、
用
意
し
て
く
れ
た
玉た

ま

子ご

粥が
ゆ

を
食
べ
、
家
に
帰
り
ま
し
た
。
翌
日
以
降
、
彦
七
を
見
舞
う
た
め
、
加
子
母
村
居
住
の
医
師
で
あ

る
玄げ

ん

得と
く

や
法ほ

う

禅ぜ
ん

寺じ

の
住

じ
ゅ
う

職し
ょ
くな

ど
近
隣
の
人
び
と
が
彦
七
の
家
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

体
調
が
快
復
し
、
七
月
二
九
日
か
ら
今
度
は
三
浦
山
の
見
廻
り
に
出
か
け
て
い
た
彦
七
で
す

が
、
八
月
二
日
に
再
度
腹
痛
を
訴
え
、
作
業
を
見
合
わ
せ
ま
す
。
翌
三
日
も
薄
着
の
う
え
に
寒
さ

が
厳
し
い
の
で
、
早
め
に
作
業
を
切
り
上
げ
ま
し
た
が
、
夜
中
に
腹
の
調
子
が
悪
く
な
り
、
四

〜
五
回
も
雪
隠
へ
行
き
ま
し
た
。
翌
四
日
以
降
も
腹
の
調
子
が
悪
く
、
た
び
た
び
雪
隠
に
行
く
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よ
う
な
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
八
月
六
日
に
、
同
行
し
て
い
た
儀ぎ

兵へ

衛え
（
三
浦
山
の
見

廻
り
を
担
当
）に
背
中
や
腹ふ

く

部ぶ

に
灸き

ゅ
うを

す
え
さ
せ
ま
す
。
灸
の
効
果
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
翌

七
日
に
腹
痛
は
快
方
に
向
か
い
、
夜
に
雪
隠
に
通
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
彦
七
は
「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
や
「
珍ち

ん

重ち
ょ
う

〳ち
ん
ち
ょ
う〵」

と
喜
び
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
喜
ん
だ
の
も
束つ

か

の
間ま

、
二
日
後
の
八
月
九
日
に
は
、
再
び
体
調
不
良
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
彦
七
は
玉
子
味み

噌そ

汁し
る

を
食
べ
て
滋じ

養よ
う

を
つ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、「
ね
つ
有こ

れ

之あ
る

方か
た
ニ

候そ
う
ろ
う

哉や

、
味あ

じ

等な
ど

少す
こ
しも
無こ

れ

之な
き

也な
り

」
と
、
発
熱
の
た
め
か
味
噌
汁
の
味
が
全
く
せ
ず
、
夕
飯
も
食
べ
る

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
翌
一
〇
日
の
朝
に
白し

ら

粥か
ゆ（

白
米
だ
け
の
粥
）を
食
べ
た
と
こ
ろ
、
少

し
味
は
感
じ
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
両
耳
の
腫
れ
を
発
症
し
、「
迷め

い

惑わ
く

〳め
い
わ
く〵

」
と
彦
七
は
困
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
た
が
な
い
の
で
、
こ
の
日
も
安
静
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
じ
く
三
浦

山
の
見
廻
り
を
し
て
い
た
善
右
衛
門
が
来
た
の
で
、
彦
七
は
俵

た
わ
ら

屋や
（
小お

郷ご

に
あ
る
薬
屋
）の
振ふ

り

出だ
し

薬
ぐ
す
り

を
持
っ
て
い
る
か
尋
ね
ま
し
た
。
善
右
衛
門
は
持
っ
て
い
な
い
と
答
え
た
の
で
、
一
緒
に
い
た
佐さ

源げ
ん

次じ

に
俵
屋
ま
で
薬
を
取
り
に
行
か
せ
ま
す
。
佐
源
次
が
戻
っ
て
く
る
ま
で
の
間
、
彦
七
は
、
忠

右
衛
門
が
用
意
し
た
粥
や
、
善
右
衛
門
が
持
っ
て
き
た
魚
を
食
べ
る
な
ど
し
て
過
ご
し
ま
し
た
。

夜
に
な
っ
て
か
ら
佐
源
次
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
佐
源
次
に
よ
る
と
、
俵
屋
で
は
薬
を
入
手
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
政ま

さ

次じ

郎ろ
う

か
ら
一ひ

と

包つ
つ
み

八
文も

ん

の
振
出
薬
を
計
七
包
入
手
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

彦
七
は
、
さ
っ
そ
く
、
佐
源
次
が
入
手
し
た
薬
を
服
用
し
ま
す
。
佐
源
次
が
一
日
が
か
り
で
入
手

（

（69

（
69
）

布
や
紙
の
小
袋
に
入
れ
、
湯
の

中
で
振
り
動
か
し
て
そ
の
薬
の

成
分
を
湯
に
溶
け
出
さ
せ
て
飲

む
薬
。
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し
た
薬
だ
け
あ
っ
て
、
翌
一
一
日
に
は
両
耳
の
腫
れ
は
完
全
に
は
治
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
頭
痛

は
治
り
、「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
喜
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
し
、
両
耳
の
腫
れ
は
一
二
日
に
も
治
ま
ら
ず
、

小
屋
で
安
静
に
し
て
い
ま
し
た
。
翌
一
三
日
に
彦
七
は
三
浦
山
か
ら
下
山
し
、
組く

み

頭が
し
らの

重
じ
ゅ
う

吉き
ち

の
家

で
弁
当
を
食
べ
ま
す
。
そ
の
際
に
、
政
次
郎
か
ら
入
手
し
た
振
出
薬
七
包
の
う
ち
六
包
を
こ
れ
ま

で
に
使
用
し
た
の
で
、
代
と
し
て
四
八
文
を
政
次
郎
に
必
ず
届
け
て
く
れ
る
よ
う
、
重
吉
に
頼
み

ま
し
た
。
八
月
一
四
日
以
降
の
日
記
に
は
、
彦
七
の
両
耳
の
腫
れ
に
つ
い
て
の
記
述
が
出
て
き
ま

せ
ん
の
で
、
次
第
に
症
状
も
落
ち
着
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
彦
七
が
病
気
に
か
か
っ
た
と
き
の
対
処
法
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、

彦
七
の
病
気
へ
の
対
処
方
法
と
し
て
次
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
一
つ
目

の
方
法
は
、
清
助
や
佐
源
次
に
調
達
に
行
か
せ
た
よ
う
に
、
薬
の
服
用
で
す
。
二
つ
目
の
方
法
は
、

玉
子
粥
・
玉
子
味
噌
汁
・
白
粥
と
い
っ
た
滋
養
が
あ
る
料
理
を
食
べ
る
こ
と
で
す
。
三
つ
目
の
方

法
は
、
灸
の
使
用
で
す
。
四
つ
目
の
方
法
は
、
寒
暖
の
調
整
で
す
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八

月
三
日
に
は
、
薄
着
と
寒
さ
の
た
め
作
業
を
早
く
切
り
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
後
の
八

月
二
一
日
に
は
、
彦
七
は
川か

わ

上う
え

村
に
出
張
し
て
い
ま
し
た
が
、
風
邪
気
味
の
た
め
、
川
上
村
の
杣

頭
喜き

兵へ

衛え

か
ら
綿
入
り
の
羽
織
を
借
り
て
着
用
し
、
体
を
暖
め
て
い
ま
す
。
彦
七
は
、
以
上
の
四

つ
の
方
法
を
適て

き

宜ぎ

併へ
い

用よ
う

し
な
が
ら
病
気
に
対
処
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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日
記
に
み
え
る
医
師

病
気
や
怪け

我が

が
重
症
の
場
合
は
医
師
の
診
察
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
彦
七
が
医
師
の

診
察
を
受
け
た
事
例
と
し
て
、明
和
二
年（
一
七
六
五
）一
月
一
八
日
の
記
事
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

彦ひ
こ

七し
ち

此こ
の

日ひ

ハ
腹ふ

く

中ち
ゅ
う

殊こ
と

之の

外ほ
か

痛い
た

ミ
迷め

い

惑わ
く

〳め
い
わ
く〵

、
か
ゝ
一い

ち

日に
ち

付つ
き

添そ
い

肝き
も

煎い
り

給た
ま
い

候そ
う
ろ
う、

次じ

郎ろ
う

兵べ

衛え

夫ふ
う

婦ふ

・
お
す
ゑ
・
お
そ
よ
等な

ど

も
見み

舞ま
い
ニ
来き

た
り、
一
日
い
た
ミ
難な

ん

儀ぎ
な〳
ん
ぎ〵

、
夕ゆ

う

方が
た

善ぜ
ん

右え

衛も

門ん

よ
り
玄げ

ん

得と
く

た
の
ミ
ニ
遣

つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
暮く

れ

前ま
え

同ど
う

人に
ん

来き
た

り
、

針は
り

打う
ち

給た
ま
わり

、
夫そ

れ

ゟよ
り

い
た
ミ
去さ

り
珍ち

ん

重ち
ょ
う

〳ち
ん
ち
ょ
う〵、

清せ
い

十じ
ゅ
う・
藤と

う

吉き
ち
・
紋も

ん

蔵ぞ
う
・
お
す
ゑ
等な

ど

も
来き

た

り
給た

ま
わり
、

酒さ
け

取と
り

よ
せ
饗

き
ょ
う

応お
う

申も
う
す

也な
り

こ
の
日
は
、
彦
七
は
、
腹
痛
が
特
に
ひ
ど
い
の
で

困
っ
て
い
ま
し
た
。「
か
ゝ
」
が
看
病
の
た
め
一
日

付
き
添
い
、
次
郎
兵
衛
夫
婦
・
お
す
ゑ
・
お
そ
よ
な

ど
も
見
舞
い
に
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
痛

み
が
去
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
夕
方
に
善
右
衛
門
を

通
じ
て
医
師
の
玄
得
に
診
察
を
依
頼
し
ま
し
た
。
夕

暮
れ
前
に
玄
得
は
彦
七
の
家
を
診
察
に
訪
れ
、
針
治
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療
を
し
ま
し
た
。
針
治
療
の
効
果
が
あ
り
、
痛
み
が
無
く
な
っ
た
た
め
、
彦
七
は
「
珍ち

ん

重ち
ょ
う

〳ち
ん
ち
ょ
う〵」

と
喜
ん
で
い
ま
す
。
清
十
・
藤
吉
・
紋
蔵
な
ど
も
見
舞
い
に
訪
れ
た
た
め
、
彼
ら
へ
の
饗

き
ょ
う

応お
う

と
し

て
酒
を
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
。

彦
七
の
診
察
に
訪
れ
た
玄
得
は
、
加
子
母
村
居
住
の
医
師
で
、
彦
七
家
の
か
か
り
つ
け
医
的
存

在
で
す
。
彦
七
が
晩
年
に
体
調
を
く
ず
し
た
と
き
は
、
毎
日
の
よ
う
に
玄
得
の
診
察
を
受
け
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
玄
得
は
、
こ
の
後
に
取
り
上
げ
る
「
母は

は

人び
と

」（
彦
七
の
実
母
）の
看
病
に
お
い
て
も
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
日
記
に
は
、
玄
得
だ
け
で
な
く
、
平へ

い

助す
け

や
与よ

蔵ぞ
う

と
い
っ
た
加
子

母
村
周
辺
に
居
住
す
る
医
師
の
ほ
か
、
他
地
域
か
ら
加
子
母
村
を
訪
れ
た
医
師
も
、
事
例
は
少
な

い
で
す
が
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
二
年
一
〇
月
六
日
の
記
事
で
は
、
女
性
の
医
師
が
登

場
し
て
い
ま
す
。
こ
の
女
性
の
医
師
は
、「
希き

妙み
ょ
う

之の

教お
し
え

又ま
た

ハ
諸し

ょ

病び
ょ
う

灸き
ゅ
うニ
而て
な
を
し
」
と
記
さ
れ

て
い
る
と
お
り
、
珍
し
い
治
療
法
を
持
っ
て
い
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
灸
で
治
し
た
り
す
る

医
師
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
小
郷
に
こ
の
女
医
師
が
い
る
と
聞
き
つ
け
た
お
す
ゑ（
彦
七
の
姉
ま
た
は

妹
）と
お
ぎ
ん（
清せ
い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

・
お
つ
ぎ
夫
婦
の
次
女
）が
、
会
い
に
行
き
ま
し
た
が
、
す
で
に
女
性
の
医
師

は
飛ひ

驒だ

地
方
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
日
記
に
は
何
人
か
の
医
師
の
名
前
が
み
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
医
師
と
い
っ
て

も
現
在
の
よ
う
に
病
気
治
療
だ
け
を
お
こ
な
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
玄
得
は
、
稲
に

つ
い
た
虫
を
取
り
除
く
儀
式
を
実
施
し
た
り
、
平
助
は
馬
の
病
気
を
治
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ

（

（70

（
70
）

安
永
二
年（
一
七
七
三
）日
記
、

一
一
月
一
二
日
条
。

（
71
）

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）日

記
、
一
〇
月
二
九
日
条
、
明
和

二
年（
一
七
六
五
）日
記
、
二
月

一
九
日
条
。

（

（71
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の
よ
う
に
、当
時
の
医
師
は
現
在
よ
り
も
幅
広
い
場
面
で
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

出
入
り
す
る
富
山
の
薬
売
り

前
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彦
七
は
、
病
気
の
治
療
の
た
め
に
薬
を
服
用
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
俵
屋
の
よ
う
な
加
子
母
村
内
の
薬
屋
か
ら
購
入
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
知
人
の
つ
て
を
通
じ

て
熊
の
胆い

を
入
手
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
彦
七
は
薬
の
服
用
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
効
能
も

重
視
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安あ

ん

永え
い

三
年（
一
七
七
四
）一
一
月
二
九
日
に
、
彦
七
は
「
神し

ん

功こ
う

丸が
ん

」

と
い
う
薬
を
、《
田
丸
屋
》
の
平
七
を
経
由
し
て
名
古
屋
か
ら
二
袋
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
実
際

に
「
神
功
丸
」
を
服
用
し
た
の
は
一
二
月
五
日
か
ら
で
す
が
、
早
く
も
そ
の
二
日
後
に
は
「
今き

ょ

日う

ハ
殊こ

と

之の

外ほ
か

つ
か
へ
、
不ふ

食し
ょ
くニ

相あ
い

成な
り

候
そ
う
ろ
う

付つ
き

先ま

つ
見み

合あ
わ
せ」

と
、
薬
の
服
用
後
に
体
調
が
悪
く
な
り
、

食
欲
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
服
用
を
見
合
わ
せ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
彦
七
は
薬

の
効
能
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
富
山
の
薬
売
り
か
ら
薬
を
購
入
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
富
山
の
売ば

い

薬や
く

は
、現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、富
山
藩
二
代
藩は

ん

主し
ゅ

前
田
正ま

さ

甫と
し（

慶け
い

安あ
ん

二
年
〈
一
六
四
九
〉

〜
宝ほ
う

永え
い

三
年
〈
一
七
〇
六
〉）の
と
き
に
始
ま
っ
た
「
反は

ん

魂ご
ん

丹た
ん

」（
食
あ
た
り
や
腹
痛
な
ど
に
効
果
が
あ
る
薬
）

製
造
が
、
全
国
に
名
が
知
ら
れ
る
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
富
山
の
売
薬
の
特

徴
と
し
て
、「
先せ

ん

用よ
う

後こ
う

利り

」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
得
意
先
に
無
料
で
薬
を

（

（72

（
72
）

熊
の
胆
嚢
を
干
し
も
の
。
胃
の

機
能
を
整
え
る
効
果
が
あ
る
。
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配は
い

置ち

し
、
そ
の
後
、
薬
を
配
置
し
た
家
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
使
用
し
た
分
の
薬
の
代
金
を
回
収

し
、
再
び
各
家
の
事
情
に
合
わ
せ
た
薬
を
配
置
す
る
も
の
で
す
。
薬
の
無
駄
を
な
く
す
う
え
で
も

効
果
的
な
方
法
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

彦
七
の
家
に
出
入
り
し
て
い
た
富
山
の
薬
売
り
と
し
て
、
日
記
に
は
主
に
播は

り

磨ま

屋や

八は
ち

右え

衛も

門ん

や

吉よ
し

野の

屋や

四し

郎ろ
う

兵べ

衛え

の
名
前
が
み
ら
れ
ま
す
。
安
永
二
年（
一
七
七
三
）四
月
二
八
日
の
記
事
を
事
例

に
、
富
山
の
薬
売
り
の
様
子
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

九こ
こ
のつ
半は

ん

頃こ
ろ

薬く
す
りや
八は

ち

右え

衛も

門ん

弟
お
と
う
と

来き
た

り
、
薬

く
す
り

代だ
い

弐に

百ひ
ゃ
く

三さ
ん

拾じ
ゅ
う

八は
ち

文も
ん

善ぜ
ん

右う

払は
ら
い

遣つ
か
わス
、
お
松ま

つ

誂
あ
つ
ら
え

之の

木も
っ

香こ
う

丸が
ん

十じ
ゅ
っ

袋ふ
く
ろ

受う
け

取と
り

置お
く

也な
り

、
右み

ぎ

之の

代だ
い

百ひ
ゃ
く

八は
ち

拾じ
ゅ
う

四よ
ん

文も
ん

ニ
致

い
た
し

可も
う
す

申べ
き

旨む
ね

申も
う
し

聞き
け

候そ
う
ろ
う、

彦ひ
こ

七し
ち

へ

枇び

杷わ

葉よ
う

湯と
う

、
お
い
く
へ
安あ

ん

神じ
ん

散さ
ん

壱ひ
と

包つ
つ
みツ
ヽ
呉く

れ

置お
き

通と
お

ル
也な

り

九
つ
半
時（
午
後
一
時
頃
）に
播
磨
屋
八
右
衛
門
の
弟
が
来
訪
し
ま
し
た
。
同
年
四
月
二
七
日
の

記
事
に
よ
る
と
、
そ
の
理
由
は
、
八
右
衛
門
が
安
永
二
年
の
春
に
亡
く
な
っ
た
た
め
で
し
た
。
善

右
衛
門
が
、
以
前
に
預
か
っ
た
薬
の
う
ち
、
実
際
に
使
用
し
た
分
の
薬
代
二
三
八
文
を
八
右
衛
門

の
弟
に
対
し
て
支
払
い
ま
す
。
そ
し
て
新
た
に
、
お
松
が
所し

ょ

望も
う

し
た
木
香
丸（
腹
痛
の
治
療
薬
）一
〇

袋
を
受
け
取
り
ま
す
。
そ
の
費
用
は
一
八
四
文
で
あ
る
と
八
右
衛
門
の
弟
か
ら
伝
え
ら
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
彦
七
に
は
枇
杷
葉
湯（
暑し
ょ

気き

あ
た
り
や
下げ

痢り

の
治
療
薬
）、
お
い
く
に
は
安
神
散（
婦
人
病
の

治
療
薬
）を
一
包
ず
つ
渡
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
薬
の
配
置
を
断
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
明
和
四
年（
一
七
六
七
）八
月
六
日
に
小こ

林
ば
や
し

（
73
）

御
影
雅
幸「
富
山
の『
反
魂
丹
』

と
薬
業
の
発
祥
」（
日
本
薬
史
学

会
編
『
薬
学
史
事
典
』〈
薬
事

日
報
社
、
二
〇
一
六
年
〉）。

（

（73
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善ぜ
ん

兵べ

衛え

と
い
う
富
山
の
薬
売
り
が
彦
七
の
も
と
を
訪

ね
ま
す
が
、
彦
七
は
「
風か

ぜ

薬ぐ
す
り

六ろ
く

ふ
く
代だ

い

四よ
ん

拾じ
ゅ
う

八は
ち

文も
ん

相あ
い

払は
ら
い

済す
む

也な
り

、
又ま

た

々ま
た

薬く
す
り

差さ
し

置お
き

可も
う
す

申べ
き

積つ
も
りニ

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

相あ
い

断
こ
と
わ
り

戻も
ど

し
、
壱い

ち

貼じ
ょ
うも

預あ
ず
かり

置お
き

不も
う

申さ
ず

候そ
う
ろ
う」

と
日
記

に
記
し
て
い
ま
す
。
以
前
に
配
置
さ
れ
た
風
邪
薬
を

六
服
使
用
し
た
の
で
、
そ
の
費
用
と
し
て
四
八
文
を

彦
七
は
支
払
い
ま
し
た
。
善
兵
衛
は
再
度
、
薬
を
配

置
し
よ
う
と
提
案
し
ま
し
た
が
、
彦
七
は
善
兵
衛
の

申
し
出
を
断
り
、
一
包
も
預
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
そ
ら
く
、
善
兵
衛
か
ら
受
け
取
っ
た
風
邪
薬
の
効

果
を
、
彦
七
は
あ
ま
り
感
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
善
兵
衛
に
つ
い
て
の
記
述
は
日
記
の
他
の
部
分
か
ら
確
認
で
き
な
い
の

で
、
い
つ
か
ら
善
兵
衛
が
彦
七
の
家
に
出
入
り
し
て
い
た
か
な
ど
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
彦
七
に

薬
の
配
置
を
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
善
兵
衛
は
こ
れ
以
降
彦
七
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

善
兵
衛
の
事
例
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
富
山
の
薬
売
り
の
出
入
り
を
め
ぐ
っ
て
、
彦
七
は

シ
ビ
ア
な
判
断
を
下
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
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（
2
）　「
お
こ
り
」
へ
の
対
処

「
お
こ
り
」
の
症
状

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彦
七
は
、
医
師
の
診
察
や
薬
の
服
用
に
よ
っ
て
病
気
に
対
処
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
医い

薬や
く

の
力
に
頼
ら
な
い
で
対
処
す
る
病
気
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

「
お
こ
り（
瘧
）」
と
い
う
病
気
で
す
。「
お
こ
り
」
は
、
明
和
四
年（
一
七
六
七
）八
月
六
日
の
記
事
に

「
一い

ち

日に
ち

快こ
こ
ろ
よク
候

そ
う
ろ
う
而て
ハ
一い

ち

日に
ち

悪あ

敷し
く

」
と
あ
る
よ
う
に
定
期
的
に
悪お

寒か
ん

や
震
え
が
生
じ
る
感か

ん

染せ
ん

症し
ょ
うで

す
。
マ
ラ
リ
ア
性
の
熱ね

つ

病び
ょ
うの
一
種
で
、
夏
を
中
心
に
発
症
し
ま
し
た
。
当
時
は
、「
外が

い

邪じ
ゃ

」
が
身

体
に
取
り
付
い
て
「
お
こ
り
」
を
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
医
術
に
よ
る
治
療
よ
り

も
、
ま
じ
な
い
や
祈き

祷と
う

に
よ
る
呪じ

ゅ

術じ
ゅ
つ

的て
き

行こ
う

為い

が
治
療
の
中
心
で
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
日

記
に
み
ら
れ
る
対
処
法
と
し
て
、
彦
七
の
「
足あ

し

形が
た

ま
じ
な
い
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

お
い
わ
の
妊
娠
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
と
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彦
七
は
占
い
を
得
意
と
し

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
お
こ
り
」
に
つ
い
て
も
、
彦
七
は
加
子
母
村
の
人
び
と
か

ら
「
お
こ
り
」
落
と
し
を
依
頼
さ
れ
、「
足
形
ま
じ
な
い
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
日
記
に
は
「
足

形
ま
じ
な
い
」
の
方
法
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
彦
七
は
「
お

こ
り
」
に
か
か
っ
た
人
の
足
の
形
を
と
っ
て
、
ま
じ
な
い
を
実
施
し
た
よ
う
で
す
。
明
和
九
年
五

月
二
五
日
の
記
事
で
は
、「
お
こ
り
」
に
か
か
っ
た
佐さ

右え

衛も

門ん

の
妻
が
、「
足
形
ま
じ
な
い
」
を
実



─ 66 ─

施
し
て
も
ら
う
た
め
、
足
形
を
持
っ
て
き
ま
し
た
が
、
左
足
の
足
形
を
持
っ
て
き
た
た
め
、
右
足

の
足
形
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
彦
七
は
指
示
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
、
必
ず

右
足
の
足
形
を
用
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
利き

き
足
の
足
形
を
用
い
た
の
か
判
別
で
き
ま
せ
ん
が
、

少
な
く
と
も
片
足
の
足
形
を
用
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
彦
七
の
「
足
形
ま
じ
な
い
」
の
効
果
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
た
と
え
ば
、
明
和
九
年
五
月
二
九
日
に
佐
右
衛
門
の
妻
の
「
お
こ
り
」
落
と
し
を
依
頼
さ
れ

た
場
合
で
は
、
彦
七
は
二
日
後
の
六
月
一
日
の
朝
に
「
お
こ
り
」
落
と
し
を
実
施
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
二
日
後
の
六
月
三
日
に
、
佐
右
衛
門
か
ら
知
ら
せ
が
あ
り
、
妻
の
「
お
こ
り
」
は
完
全
に
は

落
ち
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
症
状
が
軽
く
な
り
喜
ん
で
い
る
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
じ
な
い
の

実
施
後
、
数
日
で
「
お
こ
り
」
が
落
ち
る
、
も
し
く
は
症
状
が
軽
く
な
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
一
方
で
、
な
か
な
か
落
ち
な
い
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
六
年
六

月
一
八
日
に
九く

十じ
ゅ
う

郎ろ
う（

藤と
う

吉き
ち

・
お
そ
よ
夫
婦
の
次
男
）の
た
め
に
「
足
形
ま
じ
な
い
」
を
実
施
し
た
事

例
で
は
、
な
か
な
か
九
十
郎
の
「
お
こ
り
」
が
落
ち
な
か
っ
た
た
め
、
七
月
六
日
に
お
そ
よ
か
ら

再
度
、九
十
郎
の
「
お
こ
り
」
を
落
と
す
よ
う
に
依
頼
が
あ
り
、彦
七
は
再
び
「
足
形
ま
じ
な
い
」

を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、成
功
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
失
敗
す
る
場
合
も
あ
っ
た
彦
七
の
「
足
形
ま
じ
な
い
」

で
す
が
、
彦
七
が
体
調
を
く
ず
し
て
い
る
期
間（
安
永
三
年
四
〜
五
月
頃
）も
村
人
か
ら
「
お
こ
り
」
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を
落
と
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
次
々
と
み
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
加
子
母
村
の
人
び
と

に
と
っ
て
は
、
彦
七
の
「
足
形
ま
じ
な
い
」
へ
の
信
頼
と
期
待
は
か
な
り
高
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
ま
す
。

お
そ
よ
の
「
お
こ
り
」
へ
の
対
処

「
お
こ
り
」
の
症
状
が
あ
ま
り
に
も
重
い
場
合
は
、
法ほ

う

禅ぜ
ん

寺じ

に
祈
祷
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
お
そ
よ
が
「
お
こ
り
」
に
か
か
っ
た
と
き
の
対
応
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

お
そ
よ
は
、
宝ほ

う

暦れ
き

一
三
年（
一
七
六
三
）八
月
に
「
お
こ
り
」
を
発
症
し
ま
す
。
当
初
は
、
病
気

が
何
か
分
か
ら
ず
、
仁に

右え

衛も

門ん
（
お
そ
よ
の
夫
藤
吉
の
父
）も
不
安
な
状
態
で
し
た
が
、
同
月
二
二
日

に
「
お
こ
り
と
相あ

い

知し
り

候
そ
う
ろ
う

付つ
き

、
先ま

ツ
安あ

ん

心し
ん

之の

由よ
し

、
仁に

右え

衛も

門ん

申も
う
し

聞き
け

候そ
う
ろ
う」
と
記
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、「
お
こ
り
」
と
わ
か
り
、
仁
右
衛
門

も
ひ
と
ま
ず
安
心
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
そ

よ
の
「
お
こ
り
」
が
な
か
な
か
治
ら
な
い
の
で
、

八
月
二
五
日
に
、
お
そ
よ
は
、
又ま

た

市い
ち

へ
「
お
こ

り
」
落
と
し
を
依
頼
す
る
よ
う
に
彦
七
に
頼
み

ま
す
。
お
そ
よ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
た
彦
七
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は
、
武た

け

助す
け

を
又
市
の
も
と
ま
で
派
遣
し
て
、
お
そ
よ
の
「
お
こ
り
」
を
落
と
す
よ
う
に
依
頼
し
ま

し
た
。
又
市
は「
お
こ
り
」落
と
し
の
経
験
が
多
く
あ
り
、宝
暦
一
三
年
も
す
で
に
百
人
余
り
の「
お

こ
り
」
を
落
と
し
て
い
て
、お
そ
よ
の
「
お
こ
り
」
も
治
す
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

又
市
の
意
気
込
み
と
は
裏う

ら

腹は
ら

に
、
お
そ
よ
の
「
お
こ
り
」
は
治
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

第
二
の
手
段
と
し
て
、
九
月
八
日
や
一
三
日
に
、
廻か

い

国こ
く

修し
ゅ

行ぎ
ょ
うで

訪
れ
た
高こ

う

野や

山さ
ん

の
僧そ

う

侶り
ょ

か
ら
土ど

砂し
ゃ

を
も
ら
っ
て
、「
お
こ
り
」の
邪じ

ゃ

気き

を
払
う
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。
土
砂
の
お
か
げ
で「
お
こ
り
」

の
症
状
も
無
く
な
る
だ
ろ
う
と
彦
七
は
期
待
し
ま
し
た
が
、こ
の
手
段
で
も
治
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

第
三
の
手
段
と
し
て
藤
吉
と
お
そ
よ
は
、
小
郷
の
地じ

蔵ぞ
う

堂ど
う

に
籠こ

も

っ
て
、「
お
こ
り
」
を
治
す
こ

と
を
試
み
ま
す
。
九
月
一
六
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
小
郷
の
地
蔵
堂
に
籠
っ
た
結
果
、
寒さ

む

気け

を

少
し
感
じ
る
程
度
に
ま
で
症
状
が
快
復
し
た
の
で
、
彦
七
も
「
大た

い

悦え
つ

〳た
い
え
つ〵

」
と
喜
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
翌
一
八
日
に
お
そ
よ
は
「
お
こ
り
」
を
再
発
し
た
う
え
、「
別べ

っ
而して
重お

も

ク
」
と
重
症

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
最
後
に
頼
っ
た
の
が
法
禅
寺
で
し
た
。
彦

七
は
、
九
月
一
八
日
に
清
十
郎
を
法
禅
寺
に
派
遣
し
て
、
お
そ
よ
の
た
め
に
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
うを

転て
ん

読ど
く

し
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
ま
す
。
法
禅
寺
の
住
職
は
、
ち
ょ
う
ど
一
八
日
か
ら
小お

坂さ
か（

現
・
岐
阜

県
下げ

呂ろ

市
）へ
湯と

う

治じ

に
向
か
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
し
か
し
、
先
日
か
ら
住
職
は
腹
痛
の
た
め
、
小
坂

へ
の
出
発
を
一
日
遅
ら
せ
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
大
般
若
経
転
読
の
依
頼
が
舞
い

込
ん
で
き
た
の
で
す
。
住
職
は
「
無

よ
ん
ど
こ
ろ

拠な
き

事こ
と

ニ
候

そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

明
み
ょ
う

日に
ち

御ご

出し
ゅ
っ

立た
つ

御お

差さ
し

延の
べ

、
御ご

腹ふ
く

痛つ
う

ニ

候
そ
う
ろ
う

（
74
）

「
土
砂
加
持
」
と
い
っ
て
、
清

水
で
洗
っ
た
白
砂
を
、
本
尊
の

前
に
置
き
、
光
明
真
言
を
唱
え

て
護
摩
を
た
く
祈
祷
が
あ
る
。

（

（74

（

（75

（
75
）

宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）日

記
、
九
月
一
七
日
条
。

（
76
）

大
般
若
波は

羅ら

蜜み
っ

多た

経
の
略
称
。

全
六
〇
〇
巻
で
一
六
部
に
わ
か

れ
る
。
唐
の
玄げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

奘
三
蔵
が
訳
し

た
。
除じ
ょ
さ
い
し
ょ
う
ふ
く

災
招
福
、
鎮ち

ん

護ご

国こ
っ

家か

な

ど
に
有
益
と
さ
れ
た
。

（
77
）

経
典
の
要
点
部
分
の
み
を
読
み

上
げ
る
こ
と
。

（

（76

（

（77
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共と
も

、
御お

越こ
し

可く
だ

被さ
る

下べ
き

由よ
し

被お
お
せ

仰ら
れ

候そ
う
ろ
う」

と
、
お
そ
よ
の
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
、
本
来
の
出
発
予

定
日
を
延
期
し
て
、
腹
痛
で
は
あ
る
も
の
の
彦
七
の
家
で
大
般
若
経
の
転
読
を
実
施
す
る
こ
と
を

約
束
し
ま
し
た
。
住
職
の
返
答
を
聞
い
た
彦
七
は
「
大た

い

悦え
つ

〳た
い
え
つ〵

」
と
喜
び
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

ま
す
。
一
方
で
、
大
般
若
経
の
転
読
の
実
施
が
急
に
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、「
俄に

わ
かニ

座ざ

敷し
き

片か
た

付づ

ケ
、

旁か
た
が
た

大お
お

取と
り

込こ
み

〳お
お
と
り
こ
み

〵
」
と
彦
七
の
家
で
は
法
禅
寺
の
住
職
を
迎
え
る
準
備
に
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る

様
子
も
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
周
囲
の
人
び
と
に
転
読
の
儀
式
へ
参
加
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。
義
父
の
仁
右
衛
門
に
対
し
て
は
、
予
定
が
立
て
込
ん
で
い
て
も
早そ

う

朝ち
ょ
うか
ら
彦
七
の
家

ま
で
来
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
か
ゝ
」
を
通
じ
て
「
母は

は

人び
と

」
に
も
ぜ
ひ
参
加
し
て

く
れ
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

そ
し
て
、
翌
一
九
日
、
転
読
の
儀
式
が
執と

り
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
仁
右
衛
門
は
、
自
ら
の
財
産

関
係
の
用
事
で
欠
席
し
ま
し
た
が
、
藤
吉
は
参
加
し
た
の
で
、
藤
吉
に
法
禅
寺
ま
で
儀
式
実
施
の

こ
と
を
伝
え
に
行
か
せ
ま
す
。
転
読
す
る
大
般
若
経
は
六
〇
〇
巻
も
あ
る
の
で
、
何
人
か
が
協
力

し
な
い
と
運
べ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
大
般
若
経
が
入
っ
た
箱
を
、
武
助
と
仁に

助す
け

が
背
負
っ
て
き
ま

し
た
。
四
つ
時（
午
前
一
〇
時
頃
）に
藤
吉
が
法
禅
寺
ま
で
迎
え
に
行
き
、
法
禅
寺
か
ら
は
住

じ
ゅ
う

職し
ょ
くと

小こ

僧ぞ
う

が
参
加
し
ま
し
た
。
彦
七
は
住
職
や
小
僧
に
汁し

る

粉こ

餅も
ち

を
振
る
舞
い
、
お
供そ

な

え
の
赤せ

き

飯は
ん

も
準
備
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
住
職
は
昼
過
ぎ
か
ら
日
の
入
り
ま
で
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
の
転
読
を
実
施
し

ま
し
た
。
そ
の
間
、
彦
七
を
は
じ
め
参
加
者
は
、
お
そ
よ
の
「
お
こ
り
」
が
落
ち
る
こ
と
を
心
か
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ら
願
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

終
了
後
、
彦
七
は
う
ど
ん
を
振
る
舞
い
、
夕
暮
れ
時
に
住
職
や
小
僧
は
帰
り
ま
し
た
。
祈き

祷と
う

札ふ
だ

は
彦
七
か
ら
藤
吉
へ
渡
し
ま
し
た
。
嬉
し
い
こ
と
に
転
読
の
効
果
が
あ
っ
た
の
か
、お
そ
よ
の「
お

こ
り
」
は
こ
の
日
の
夜
か
ら
無
く
な
り
、
彦
七
は
「
難あ

り

有が
た
し

〳あ
り
が
た
し〵」

と
喜
ん
で
い
ま
す
。
翌
二
〇

日
に
藤
吉
と
武
助
を
法
禅
寺
に
向
か
わ
せ
て
、
お
布ふ

施せ

を
差
し
上
げ
る
と
と
も
に
昨
日
の
儀
式
の

お
礼
を
伝
え
ま
し
た
。
儀
式
で
使
用
し
た
菓か

子し

台だ
い

や
燭し

ょ
く

台だ
い

は
藤
吉
が
、
大
般
若
経
が
入
っ
た

箱
は
武
助
と
仁
助
が
そ
れ
ぞ
れ
法
禅
寺
ま
で
返

却
し
ま
し
た

（
78
）

菓
子
を
載
せ
て
持
ち
運
ぶ
平
た

い
台
。

（
79
）

ろ
う
そ
く
を
立
て
て
火
を
と
も

す
台
。

（

（78

（

（79
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6
　
家
族
の
「
死
」
と
向
き
合
う

（
1
）　「
母
人
」
の
看
病

彦
七
の
実
母

江
戸
時
代
の
人
び
と
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
焦
点
を
当
て
た
本
書
で
す
が
、
最
後
に
、
誰
し
も

避さ

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
面
で
あ
る
「
死
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
と
お
り
、
彦ひ

こ

七し
ち

の
日
記
に
は
、
出
産
・
子
育
て
・
嫁
入
り
な
ど
加
子

母
の
人
び
と
の
人
生
儀
礼
に
ま
つ
わ
る
記
事
が
多
く
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
人
び
と
の
死
去
に
つ

い
て
の
記
述
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
加
子
母
の
人
び
と
は
、
家
族
の
最
期
を
見
届
け
る
際
に
ど
の

よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
彦
七
の
実
母
で
あ
る
「
母は

は

人び
と

」
の
死

去
を
め
ぐ
る
記
述
に
注
目
し
ま
す
。「
母
人
」
は
闘
病
の
末
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、
後
述
す
る
と

お
り
、「
母
人
」
の
看
病
に
お
い
て
、
彦
七
は
主
体
的
に
行
動
し
ま
し
た
。
彦
七
は
、「
母
人
」
の

死
去
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
、
日
記
の
記
述
か
ら
迫
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
改
め
て
「
母
人
」
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
、

名
前
で
す
が
、
日
記
に
は
「
母
人
」
と
表
記
さ
れ
る
の
み
で
、
彦
七
の
妻
の
「
か
ゝ
」
と
同
様
に
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名
前
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
も
「
母
人
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
彦
七
の
実

父
武た

け

益ま
す

の
死
後
、
お
つ
ね（
彦
七
の
妹
）・
次じ

郎ろ
う

兵べ

衛え
（
お
つ
ね
の
夫
）・
お
い
し（
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫

婦
の
娘
）と
同
居
し
、
屋
号
と
し
て
《
冨と

み

田だ

》
を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
彦
七
が
住
ん
で
い
た
《
桑く

わ

原ば
ら

》
と
《
冨
田
》
の
距
離
は
、
お
そ
ら
く
一
キ
ロ
と
離
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
母
人
」
は
明め

い

和わ

五
年（
一
七
六
八
）五
月
三
日
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、
生せ

い

年ね
ん

が
不
明
で
す
の
で
、

亡
く
な
っ
た
当
時
の
年
齢
は
残
念
な
が
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、同
年
の
日
記
で
は
、「
母
人
」

に
と
っ
て
は
孫
に
あ
た
る
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

が
三
四
歳
で
す
の
で
、
お
そ
ら
く
七
〇
〜
八
〇
歳
代
だ
ろ
う

と
推
測
で
き
ま
す
。

彦
七
と
「
母
人
」
は
別
々
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
普
段
か
ら
互
い
の
家
を
行
き
来
し
、
食

料
や
生
活
用
品
を
差
し
入
れ
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、宝ほ

う

暦れ
き

一
三
年（
一
七
六
三
）八
月
五
日
に
、「
母

人
」
が
暑し

ょ

気き

あ
た
り
に
な
っ
た
時
に
は
、
知
ら
せ
を
受
け
た
彦
七
が
、
お
ま
つ
に
医
師
玄げ

ん

得と
く

を
呼

び
に
行
か
せ
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
に
「
母
人
」
の
も
と
に
見
舞
い
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
普
段
か
ら
彦
七
は
、「
母
人
」
の
体
調
を
気
に
か
け
る
な
ど
の
孝こ

う

行こ
う

息
子
で
あ
り
、
二
人

の
関
係
性
は
良
好
で
し
た
。

「
母
人
」
の
看
病

し
か
し
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）二
月
頃
よ
り
、「
母
人
」
は
体
調
不
良
を
訴
え
始
め
ま
す
。
二

（
80
）

内
木
哲
朗
氏
の
ご
教
示
に
よ

る
。

（

（80

（
81
）

前
掲
註（
3
）を
参
照
。

（

（81
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月
二
日
に
は
「
御お

寒さ
む

ク
候

そ
う
ろ
う

由よ
し

被お
お
せ

仰ら
れ

候そ
う
ろ
う」、

同
月
一
五
日
に
は
「
御お

腹ふ
く

中ち
ゅ
う

御お

勝す
ぐ

レ
不な

さ

被れ

成ず

候そ
う
ろ
う」

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寒さ

む

気け

を
訴
え
、
腹
の
具
合
が
良
く
な
い
状
態
で
し
た
。

「
母
人
」
の
体
調
不
良
を
聞
い
た
彦
七
は
、毎
日
の
よ
う
に
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
き
ま
す
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
日
記
に
は
、「
母
人
」
の
体
調
変
化
や
彦
七
自
身
の
心
情
が
逐ち

く

一い
ち

記
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
母
人
」
の
体
調
が
良
い
場
合
は
、「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
記
し
、
快か

い

方ほ
う

を
喜
ん

で
い
ま
す
。
一
方
、「
母
人
」
の
体
調
が
悪
い
場
合
は
、「
気き

之の

毒ど
く

〳き
の
ど
く〵

」
と
記
し
、
残
念
が
っ
て

い
ま
す
。
彦
七
は
、「
母
人
」
の
体
調
の
変
化
に
一い

っ

喜き

一い
ち

憂ゆ
う

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

ま
た
、
彦
七
は
、「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
く
だ
け
で
な
く
、
う
ど
ん
・
山や

ま

芋い
も

・
あ
め
・
炭
な

ど
の
食
料
や
生
活
必ひ

つ

需じ
ゅ

品
を
差
し
入
れ
た
り
、
家
族
に
「
母
人
」
の
看
病
を
指
示
し
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
二
月
二
二
日
に
は
、
お
い
く（
彦
七
の
息
子
善
右
衛
門
の
妻
）に
作
ら
せ
た
う

ど
ん
を
少
し
ず
つ
「
母
人
」
に
食
べ
さ
せ
る
よ
う
に
、
お
つ
ね
に
対
し
て
指
示
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
二
日
後
の
二
四
日
に
は
実
際
に
「
母
人
」
が
、
お
い
く
が
作
っ
た
う
ど
ん
を
食
べ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。「
母
人
」
に
滋じ

養よ
う

を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
七
を
は
じ
め
、
次
郎
兵
衛
・
お
つ
ね
夫
婦
ら
が
献け

ん

身し
ん

的て
き

に
「
母
人
」
の
看
病

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
か
、
二
月
下
旬
に
は
「
母
人
」
の
体
調
が
快
復
し
ま
し
た
。

二
月
下
旬
か
ら
三
月
は
彦
七
も
安あ

ん

堵ど

の
日
々
が
続
き
ま
し
た
が
、
四
月
上
旬
か
ら
再
び
「
母
人
」

の
体
調
が
悪
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
玄
得
の
診
察
、
朝

ち
ょ
う

鮮せ
ん

人に
ん

参じ
ん

の
使
用
、
山や

ま

伏ぶ
し

の
誠せ

い

教き
ょ
う

院い
ん

に
よ

（
82
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

二
月
一
八
日
条
。

（
83
）

同
右
、
二
月
一
六
日
条
。

（

（82
（

（83

（

（84

（
84
）

体
力
の
快
復
や
、
胃
の
機
能
を

整
え
る
効
果
が
あ
る
。

（
85
）

山
中
で
活
動
す
る
修
験
者
。

（

（85
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る
祈き

祷と
う

な
ど
複
数
の
手
段
を
用
い
て
、「
母
人
」
の
体
調
快
復
を
目
指
し
ま
し
た
が
、
そ
の
甲か

斐い

な
く
次
第
に
「
母
人
」
の
体
調
は
悪
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
四
月
上
旬
は
、
御お

山や
ま

守も
り

の
職
務
の
た
め
、
彦
七
は
三み

浦う
れ

山や
ま

に
登
山
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。
登
山
中
は
三
浦
山
に
籠こ

も

り
き
り
の
た
め
、「
母
人
」の
見
舞
い
に
行
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

四
月
八
日
に
、
こ
れ
か
ら
三
浦
山
に
向
け
て
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
お
つ
ね
か
ら
彦
七
に

知
ら
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、「
母
人
」
の
体
調
が
今
朝
は
す
ぐ
れ
ず
、
大
便
も
三
〜

四
日
間
出
て
お
ら
ず
、衰
弱
し
た
様
子
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
知
ら
せ
を
聞
い
た
彦
七
は
、

す
ぐ
に
《
冨
田
》
ま
で
向
か
い
、「
母
人
」
の
容
体
を
確
認
し
ま
す
。
彦
七
は
、し
ば
ら
く
《
冨
田
》

に
滞
在
し
、「
母
人
」
の
様
子
を
見
守
る
と
と
も
に
、
あ
る
決
断
を
下
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
三
浦

山
へ
の
登
山
の
延
期
で
し
た
。
帰
宅
後
、
彦
七
は
人
足
た
ち
に
延
期
の
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
の

と
お
り
伝
え
ま
す
。

母は
は

人び
と

永え
い

々え
い

不ふ

快か
い
ニ
候

そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
下し

モ
通つ

う

し
わ
ろ
く
相あ

い

成な
り

候そ
う
ろ
う、
年と

し

寄よ
り

之の

事こ
と
ニ
候

そ
う
ら

得え

ハ
、
打う

ち

捨す
て

登と

山ざ
ん

成な
り

か
た
く
、
縦た

と

令い

登と
ざ
ん

山
い
た
し
候

そ
う
ら
い

而て
も
験げ

ん

気き

ニ
無こ

れ

之な
く

候そ
う
ら

得え

ハ
、
下げ

山ざ
ん

申も
う
す

様よ
う

ニ
も
可あ

い

相な
る

成べ
く

候そ
う
ろ
う、

「
母
人
」
は
長
い
間
体
調
が
悪
く
、
便べ

ん

通つ
う

も
滞
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
高
齢
な
の
で
、「
母
人
」

を
放
っ
て
お
い
て
登
山
に
行
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
、
た
と
え
登
山
を
し
て
も
「
母
人
」
の
体
調

が
悪
け
れ
ば
、
結
局
下
山
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
理
由
を
彦
七
は
挙
げ
て
い
ま
す
。
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で
き
る
だ
け
「
母
人
」
の
近
く
で
面
倒
を
み
た
い
、
と
い
う
彦
七
の
心
情
が
よ
み
と
れ
ま
す
。
そ

の
後
、「
母
人
」
の
病
状
が
落
ち
着
い
た
の
で
、
彦
七
は
、
四
月
一
二
日
か
ら
登
山
す
る
こ
と
を

決
断
し
ま
し
た
。
登
山
の
決
断
後
も
、「
母
人
」
に
対
し
て
、
登
山
の
旨
を
手
紙
で
知
ら
せ
た
り
、

出
発
当
日
に
も
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
っ
た
り
し
て
い
て
、
登
山
の
直
前
ま
で
「
母
人
」
の
体

調
を
案
ず
る
彦
七
の
様
子
が
垣か

い

間ま

見
え
ま
す
。

「
母
人
」
の
危
篤

三
浦
山
の
見
廻
り
を
終
え
て
、
彦
七
は
二
週
間
後
の
四
月
二
六
日
に
下
山
し
ま
す
。
帰
り
が
け

に
《
冨
田
》
へ
見
舞
い
に
行
き
、「
母
人
」
の
容
体
を
確
認
し
ま
し
た
が
、
日
記
に
「
気き

之の

毒ど
く

」

と
記
し
て
い
る
と
お
り
、
残
念
な
が
ら
体
調
は
快
復
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
二
日
後
の
四
月
二
八
日
に
、「
母
人
」
の
死
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
が
発
生

し
ま
す
。
こ
の
日
も
彦
七
は
「
母
人
」
の
見
舞
い
に
行
き
ま
し
た
が
、
体
の
腫
れ
が
ひ
ど
い
の

で
、お
い
し
に
対
し
て
、玄
得
に
診
察
に
来
て
も
ら
う
よ
う
に
依
頼
し
ま
し
た
。
玄
得
は
「
母
人
」

の
診
察
を
お
こ
な
い
、
彦
七
に
対
し
て
、「
段だ

ん

々だ
ん

御お

薬く
す
りも

相あ
い

用も
ち

ひ
候そ

う
らへ

共ど
も

、
兎と

角か
く

御お

験げ
ん

気き

不あ
い

相な
ら

成ず

候そ
う
ろ
う、此こ
の

度た
び

ハ
御ご

本ほ
ん

腹ぷ
く

ニ
而て

も
有こ

れ

之あ
る

間ま

敷じ
き

哉や

と
相あ

い

見み
え

候そ
う
ろ
う」と

伝
え
ま
し
た
。「
母
人
」に
対
し
て
、色
々

と
薬
を
処
方
し
た
け
れ
ど
も
、
病
気
が
快
方
に
向
か
わ
ず
、
今
回
は
快
復
す
る
見
込
み
は
無
い
だ

ろ
う
と
、
半な

か

ば
諦
め
に
も
似
た
診
断
を
玄
得
は
下
し
ま
す
。
玄
得
の
診
断
を
聞
い
た
彦
七
は
、「
母

（

（86

（
86
）

明
和
五
年（
一
七
六
八
）日
記
、

四
月
一
一
日
条
。

（
87
）

同
右
、
四
月
一
二
日
条
。

（

（87
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人
」
の
病
気
快
復
へ
の
望
み
を
持
つ
一
方
で
、
自
身
も
「
母
人
」
の
衰
弱
を
目
の
当
た
り
に
し
て

い
た
の
で
、「
母
人
」
の
死
を
覚
悟
し
、
死
去
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

「
母
人
」
の
快
復
を
願
う
気
持
ち
と
同
時
に
、「
母
人
」
の
死
を
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
受
け
止

め
る
心
情
は
、四
月
三
〇
日
の
日
記
の
記
述
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。
こ
の
日
、お
い
し
よ
り「
母

人
」
の
目
が
腫
れ
て
い
る
と
連
絡
を
受
け
た
た
め
、
彦
七
は
、
さ
っ
そ
く
「
母
人
」
の
見
舞
い
に

行
き
ま
し
た
。「
母
人
」
は
特
に
手
が
腫
れ
て
い
ま
し
た
。「
母
人
」
の
容
体
を
確
認
し
た
彦
七
は
、

立り
ゅ
う

願が
ん

帳
を
作
成
し
て
神
仏
に
願
を
か
け
る
と
と
も
に
、
誠
教
院
に
病
気
快
復
の
祈
祷
を
依
頼
し

ま
す
。
依
頼
の
通
り
、
誠
教
院
は
熱
心
に
祈
祷
を
し
て
く
れ
た
の
で
、
彦
七
は
「
大た

い

慶け
い

」
と
喜
び

の
気
持
ち
を
日
記
に
記
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、彦
七
は
、「
母
人
」
の
葬
式
に
用
い
る
布
や
木も

綿め
ん

の
調
達
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
当
初
、

彦
七
は
、
付つ

け

知ち

村
に
居
住
す
る
源げ

ん

太た

に
木
綿
の
調
達
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
が
、
源
太
か
ら
は

持
っ
て
い
な
い
と
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
、
使
い
の
勘か

ん

兵べ

衛え

を
介
し
て
、
下し

も

付つ
け

知ち

の
松ま

つ

兵べ

衛え

へ
木
綿
の
調
達
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
一ひ

と

束た
ば

を
金き

ん

一い
ち

両り
ょ
うで

渡
す
と
い
う
返
事
を
も
ら
い
ま
し
た
。

明
確
な
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
布
や
木
綿
の
授じ

ゅ

受じ
ゅ

に
お
金
を
か
け
た
く
な
い
と

考
え
た
た
め
か
、
彦
七
は
、
松
兵
衛
が
所
持
す
る
木
綿
は
利
用
せ
ず
、
菩ぼ

提だ
い

寺じ

の
法ほ

う

禅ぜ
ん

寺じ
（
曹そ
う

洞と
う

宗し
ゅ
う）に
布
や
木
綿
を
持
っ
て
い
る
か
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
勘
兵
衛
に
伝
え
ま
し
た
。
勘
兵
衛
が

法
禅
寺
の
小こ

僧ぞ
う

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
法
禅
寺
で
は
五
〜
六
反た

ん

所
持
し
て
い
る
け
ど
も
、
住

じ
ゅ
う

職し
ょ
くが

留
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守
な
の
で
、
詳
細
は
不
明
と
い
う
返
事
で
し
た
。
翌
五
月
一
日
に
改
め
て
法
禅
寺
へ
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
布
六
反
と
木
綿
二
反
を
所
持
し
て
い
て
、
い
つ
使
っ
て
も
ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
返

事
を
も
ら
い
ま
し
た
。
結
局
「
母
人
」
の
葬
式（
五
月
四
日
）に
お
い
て
は
、
法
禅
寺
か
ら
布
六
反
、

木
綿
一
反
を
借
り
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
布
・
木
綿
の
調
達
は
、「
母
人
」
の
死
去
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
準
備
の
一
つ
と

い
え
ま
す
。
他
に
も
、
四
月
三
〇
日
や
五
月
一
日
の
記
事
に
は
、「
母
人
」
の
臨り

ん

終じ
ゅ
うの
瞬
間
に
立

ち
あ
え
る
よ
う
に
、
親
類
・
縁
者
や
ご
近
所
を
彦
七
が
呼
び
寄
せ
て
い
る
記
事
も
み
ら
れ
ま
す
。

（
2
）　「
母
人
」
の
死
去
と
そ
の
後

「
母
人
」
の
死
去

五
月
二
日
に
お
い
し
か
ら
彦
七
に
対
し
て
、「
母
人
」
が
急
に
「
御お

目め

見み

へ
不な

さ

被れ

成ず

候そ
う
ろ
う」、
つ

ま
り
、
人
を
認
識
で
き
な
い
く
ら
い
に
「
母
人
」
の
意
識
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
連
絡
が
あ

り
ま
し
た
。
お
い
し
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
彦
七
は
す
ぐ
に
「
母
人
」
の
も
と
へ
向
か
い
ま
す
。「
母

人
」
の
容
体
は
「
追お

い

々お
い

御お

太た
い

切せ
つ

ニ
御お

見み
え

被な
さ

成れ

、
気き

之の

毒ど
く

〳き
の
ど
く〵

」
と
日
記
に
記
す
ほ
ど
で
あ
り
、「
母

人
」
が
危き

篤と
く

状
態
で
、
死し

期き

が
近
い
こ
と
を
彦
七
が
悟
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

翌
五
月
三
日
に
残
念
な
が
ら
「
母
人
」
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
母
人
」
の
死
去
に
つ

い
て
、
彦
七
は
日
記
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
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母は
は

人び
と

御お
ん

儀ぎ

次し

第だ
い

ニ
御ご

病び
ょ
う

気き

重お
も

ク
、
御ご

正し
ょ
う

体た
い

も
無こ

れ

之な
き

体て
い

ニ
相あ

い

成な

り
、
一い

ち

日に
ち

守ま
も

り
暮く

ら

ス
、
昼ひ

る

前ま
え

頃ご
ろ

よ
り
し
た
や
・
中な

か

洞ぼ
ら

・
川か

わ

辺べ

・
か
ち
や
・
田た

中な
か

迄ま
で

も
夫そ

れ

々ぞ
れ

知し

ら
せ
申

も
う
し

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

追お
い

々お
い

大お
お

勢ぜ
い

来き
た
り

給た
ま
い

候そ
う
ろ
う、

玄げ
ん

得と
く

も
来き

た

り
給

た
ま
い

候そ
う
ろ
う、

暮く
れ

前ま
え

御ご

往お
う

生じ
ょ
うに

て
残ざ

ん

念ね
ん

〳ざ
ん
ね
ん〵

「
母
人
」
の
容
体
が
悪
く
な
り
、
意
識
が

無
く
な
っ
た
の
で
、
彦
七
は
「
母
人
」
の
も

と
で
一
日
看
病
し
て
い
ま
し
た
。
昼
前
頃
か

ら
《
下
屋
》・《
中
洞
》・《
川
辺
》
な
ど
の
ご

近
所
に
対
し
て
、「
母
人
」
の
容
体
を
知
ら

せ
て
い
た
の
で
、
大
勢
の
人
び
と
が
見
舞
い

に
来
ま
し
た
。「
母
人
」
の
治
療
を
担
当
し

た
玄
得
も
見
舞
い
に
来
ま
し
た
。
大
勢
に
囲

ま
れ
る
な
か
、
暮
前
に
「
母
人
」
は
亡
く
な

り
ま
し
た
。「
母
人
」
の
死
去
に
つ
い
て
、

彦
七
は
日
記
に
「
残ざ

ん

念ね
ん

〳ざ
ん
ね
ん〵

」
と
記
し
て
お

り
、
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
様
子
が
よ
み
と
れ

ま
す
。
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葬
式
の
実
施

「
母
人
」
の
死
去
に
伴
い
、
葬
式
の
準
備
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
彦
七
は
、
ま
ず
、「
母
人
」
の
死

去
の
知
ら
せ
や
葬
式
の
実
施
方
法
の
話
し
合
い
の
た
め
、
勘
兵
衛
と
《
田た

口ぐ
ち

》
の
伝で

ん

次じ

郎ろ
う

を
法
禅

寺
に
向
か
わ
せ
ま
し
た
。
彦
七
か
ら
の
指
示
が
あ
っ
た
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
勘
兵
衛

や
伝
次
郎
は
、
①
今
日
は
す
で
に
夜
中
な
の
で
、
夜
中
の
う
ち
に
準
備
を
し
て
、
夜
が
明
け
て
か

ら
「
母
人
」
の
遺
体
を
送
り
出
し
た
い
こ
と
、
②
《
富
田
》
で
沐も

く

浴よ
く

を
し
て
か
ら
《
桑
原
》
へ
遺

体
を
運
び
、
葬
式
を
実
施
し
た
い
こ
と
を
法
禅
寺
に
伝
え
ま
し
た
。
法
禅
寺
は
、
①
に
つ
い
て
、

翌
五
月
四
日
の
四
つ
時
〜
八
つ
時（
午
前
一
〇
時
〜
午
後
二
時
）の
う
ち
に
、
準
備
が
で
き
次
第
、
手

紙
に
て
法
禅
寺
ま
で
知
ら
せ
る
こ
と
、
②
に
つ
い
て
、
遺
体
を
《
桑
原
》
へ
運
ん
で
か
ら
沐
浴
を

実
施
す
る
よ
う
に
返
答
し
ま
し
た
。

翌
五
月
四
日
、
葬
式
の
参
加
者
が
大
勢
来
訪
し
た

の
で
、
法
禅
寺
へ
住
職
を
迎
え
に
行
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
四
つ
時
過
ぎ（
午
前
一
〇
時
過
ぎ
）に
住
職
と
二

名
の
小
僧
が
彦
七
の
家
ま
で
来
ま
し
た
。「
母
人
」

の
戒か

い

名み
ょ
うは

、「
玉

ぎ
ょ
く

室し
つ

貞じ
ょ
う

芳ほ
う

大だ
い

姉し

」
で
、
す
で
に
生
前

に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

『
加
子
母
村
誌
』
に
よ
る
と
、
昭
和
四
一
年

（
88
）

棺
に
納
め
る
前
に
死
体
を
湯
で

清
め
る
こ
と
。

（

（88

図4　�明和5年「（御山方御用幷諸
事日記）」5月3日より「母
人」の死を記した箇所（内
木哲朗家所蔵）
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（
一
九
六
六
）に
村
営
火
葬
場
が
完
成
す
る
ま
で
は
土ど

葬そ
う

で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
母
人
」

の
遺
体
も
土
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
葬
列
に
は
「
賑に

ぎ

敷し
く

御お

送お
く

り
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
大

人
数
が
参
加
し
、
墓ぼ

所し
ょ

ま
で
「
母
人
」
の
遺
体
を
運
び
ま
し
た
。
墓
所
に
は
布
四
反
を
用
い
て
一

方
に
幕
を
張
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
う
ち
二
反
は
、
仁に

右え

衛も

門ん

や
清せ

い

十じ
ゆ
う

郎ろ
う

か
ら
昨
三
日
の
夕
方
に

借
り
た
も
の
で
し
た
。

な
お
、
参
加
人
数
に
つ
い
て
、
彦
七
は
、
家
族
、
親
類
の
者
を
除
く
と
五
〇
人
余
り
、
全
体
で

は
一
〇
〇
人
に
及
ぶ
だ
ろ
う
と
記
し
て
い
ま
す
。

弔
問
へ
の
対
応

「
母
人
」
の
葬
式
は
無
事
に
終
了
し
ま
し
た
が
、
葬
式
の
前
後
に
「
母
人
」
の
死

去
を
悼い

た

む
大
勢
の
人
び
と
が
彦
七
の
家
へ
弔

ち
ょ
う

問も
ん

に
来
ま
し
た
。「
母
人
」
が
死
去
し

た
五
月
三
日
に
は
、
善
六
夫
婦
が
木
綿
一
反
、
佐さ

右え

衛も

門ん

や
曽そ

平へ
い

な
ど
五
名
が
升

し
ょ
う

樽だ
る

に
入
っ
た
お
酒
を
香
典
と
し
て
渡
し
ま
し
た
。
ま
た
、
葬
式
当
日
に
も
朝
に
次
郎
兵

衛
が
三
百
文
、
夕
方
に
《
田
ノ
中
》
の
吉き

ち

左ざ

衛え

門も
ん

の
妻
が
米
一
升し

ょ
うを

香
典
と
し
て
渡

し
た
り
、
夜
に
は
中な

か

切ぎ
り

地
区
の
庄

し
ょ
う

左ざ

衛え

門も
ん

・
源げ

ん

右え

衛も

門ん

・
磯い

そ

吉き
ち

・
久

き
ゆ
う

兵べ

衛え

が
弔
問
に

来
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
時
刻
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
中
切
地
区
の
彦ひ

こ

惣そ
う

・
勘か

ん

右え

衛も

門ん

・
嘉か

右え

衛も

門ん

・
喜き

兵へ

衛え

な
ど
も
弔
問
に
来
て
い
ま
す
。
翌
五
日
以
降
も
多
く

（

（89

（
89
）

加
子
母
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編

『
加
子
母
村
誌
』（
加
子
母
村
、

一
九
七
二
年
）、
六
二
七
頁
。

図5　法禅寺（加子母上桑原地区、筆者撮影）
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の
人
び
と
が
、「
母
人
」
の
死
去
を
弔と

む
らい

に
彦
七
の
家
を
訪
れ
ま
し
た
。
実
母
を
亡
く
し
た
悲
し

み
が
あ
る
う
え
、
弔
問
客
の
対
応
に
も
追
わ
れ
た
の
で
、
彦
七
は
大
変
な
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、そ
れ
で
も
、多
く
の
場
合
に
お
い
て
、「
掻か

い

餅も
ち

」を
出
し
て
来
訪
者
の
饗

き
ょ
う

応お
う

を
し
て
い
ま
す
。

忌
に
よ
る
職
務
の
遠
慮

江
戸
時
代
、
近
親
者
が
亡
く
な
る
と
服ぶ

っ

忌き

と
い
っ
て
、
対
象
と
な
る
親
族
は
、
一
定
期
間
職
務

を
停
止
し
て
、
喪も

に
服
し
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
は
、
武
士
や
庶
民
を
対
象
に
し
て
、
喪
に
服
す
る

期
間
を
定
め
た
服ぶ

っ

忌き

令り
ょ
うを

貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

元
年（
一
六
八
四
）に
公
布
し
、
そ
の
後
、
数
度
の
改
正
を
経
て
元げ

ん

文ぶ
ん

元
年（
一
七
三
六
）に
最
終
的
に
確
定
さ
せ
ま
し
た
。
実
の
父
母
が
死
去
し
た
場
合
は
、
喪
に
服

す
る
期
間
は
、
五
〇
日
間
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
将
軍
や
藩
主
に
喪も

中ち
ゅ
うの
ケ
ガ
レ

が
及
ば
な
い
限
り
は
、
庶
民
に
対
し
て
服
忌
令
の
厳
守
を
求
め
る
場
合
は
少
な
か
っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

彦
七
も
「
母
人
」
の
死
去
に
伴
い
、
御
山
守
の
職
務
を
遠
慮
し
て
い
ま
し
た
が
、
五
月
は
三み

浦う
れ

山
の
見み

廻ま
わ

り
な
ど
御
山
守
の
職
務
と
重
な
る
時
期
で
し
た
。
そ
こ
で
、
彦
七
は
、
木き

曽そ

材ざ
い

木も
く

方か
た

の

大お
お

嶋し
ま

直な
お

九く

郎ろ
う

や
荒あ

ら

尾お

七し
ち

蔵ぞ
う

に
「
い
つ
比こ

ろ

ゟよ
り

出し
ゅ
っ

勤き
ん

仕
つ
か
ま
つ
り

可し
か
る

然べ
く

候そ
う
ら

半わ
ん

哉や

」
と
、
何
日
か
ら
御
山
守

の
職
務
を
開
始
す
れ
ば
い
い
か
五
月
一
〇
日
に
問
い
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
彦
七
の
書
状
は
、
大
川

の
氾は

ん

濫ら
ん

の
た
め
到
着
が
遅
れ
、
大
嶋
や
荒
尾
の
手
元
に
届
い
た
の
は
五
月
一
四
日
で
し
た
。
大
嶋

（
90
）

林
由
紀
子
「
江
戸
幕
府
服
忌
令

の
内
容
と
解
釈
─
そ
の
総
則
的

規
定
」（
同
『
近
世
服
忌
令
の

研
究
─
幕
藩
制
国
家
の
喪
と

穢
』〈
清
文
堂
出
版
、
一
九
九

八
年
〉）。

（
91
）

明
和
五
年
「
子
年
中
御
用
状
留

書
」（
林
三
八
八
〈
第
五
冊
〉）。

（

（90

（

（91
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や
荒
尾
は
、「
此こ

の

書し
ょ

状じ
ょ
う

到と
う

着ち
ゃ
く

次し

第だ
い

御ご

出し
ゅ
っ

勤き
ん

被な

成さ
れ

候そ
う
ろ
う」

と
、
大
嶋
や
荒
尾
か
ら
の
返
事
が
届
き

次
第
、
す
ぐ
に
職
務
に
復
帰
す
る
よ
う
に
伝
え
ま
す
。
彦
七
は
五
月
一
七
日
に
大
嶋
や
荒
尾
の
返

事
を
受
け
取
り
、
さ
っ
そ
く
二
一
日
か
ら
付
知
村
の
橋は

し

木き

の
本も

と

切ぎ
り

に
向
か
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
七
は
服
忌
令
で
規
定
さ
れ
た
喪
に
服
す
る
期
間
よ
り
早
く
職
務
に
復
帰
し
て

い
る
の
で
、
木
曽
材
木
方
は
、
彦
七
を
で
き
る
だ
け
早
く
御
山
守
の
職
務
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
い

う
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
御
山
守
の
職
務
を
停
滞
さ
せ

た
く
な
い
木
曽
材
木
方
の
意
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

法
要
の
実
施

仏
教
で
は
、
人
の
死
後
四
九
日
間
は
、
中

ち
ゅ
う

陰い
ん

と
い
っ
て
、
死
者
が
ま
だ
次
の
生
を
受
け
な
い

で
、
霊れ

い

魂こ
ん

が
さ
ま
よ
っ
て
い
る
期
間
と
さ
れ
、
七
日
間
ご
と
に
仏ぶ

つ

事じ

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。「
母

人
」の
場
合
も
七
日
ご
と
の
法
要
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
日
記
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
初し

ょ
な
ぬ
か

七
日（
五

月
九
日
）や
五い

つ
な
ぬ
か

七
日（
六
月
八
日
）に
は
、
親
類
を
招
い
た
う
え
で
、
法
禅
寺
の
住
職
を
呼
ん
で
、
法

要
を
実
施
し
、
二ふ

た
な
ぬ
か

七
日（
五
月
一
六
日
）や
四よ

な
ぬ
か

七
日（
六
月
一
日
）に
は
、
廟

び
ょ
う

所し
ょ

に
仏ぶ

つ

木ぼ
く

を
建
て
ま
し
た
。

三み
な
ぬ
か

七
日（
五
月
二
三
日
）や
四し

十じ
ゅ
う

九く

日に
ち（

六
月
二
二
日
）は
、
彦
七
は
、
付
知
村
の
橋
木
の
本
切
や
三
浦

山
の
見
廻
り
に
行
っ
て
い
た
た
め
、《
桑
原
》
に
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
詳
細
は
不
明
で
す
。

た
だ
し
、『
加
子
母
村
誌
』
で
は
、
昔
の
慣
習
と
し
て
、
四
十
九
日
に
法
要
を
営い

と
なん

で
、
喪
を
解と

き
、
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精し
ょ
う

進じ
ん

落お

と
し
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、お
そ
ら
く
「
母
人
」
の
四
十
九
日
に
お
い
て
も
法

要
は
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

続
い
て
、
年ね

ん

忌き

に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
内な

い

木き

家
に
は
、「
母
人
」
の
一い

っ

周し
ゅ
う

忌き

に
相
当
す

る
明
和
六
年（
一
七
六
九
）や
七な

な

回か
い

忌き

に
相
当
す
る
安あ

ん

永え
い

三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
明
和
六
年
の
日
記
を
用
い
て
、
一
周
忌
の
様
子
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
明
和
六
年
三
月
一
六
日
に
、
彦
七
は
、
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

を
法
禅
寺
に
行
か
せ
、
一
周
忌
の
実

施
方
法
に
つ
い
て
彦
七
側
の
希
望
を
伝
え
ま
す
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
し
た
。

五ご

月が
つ

三み
っ

日か

貞じ
ょ
う

芳ほ
う

大だ
い

姉し

一い
っ

周し
ゅ
う

忌き

ニ
相あ

い

当あ
た

り
候

そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

五ご

月が
つ

ハ
諸し

ょ

人に
ん

閙さ
わ

ヶが

敷し
き

時じ

節せ
つ

ニ
御ご

座ざ

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
来ら

い

月げ
つ

三み
っ

日か

茶ち
ゃ

湯と
う

仕
つ
か
ま
つ
り

度た
く

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
其そ

の

節せ
つ

ハ
御お

越こ
し

被く
だ

下さ
れ

、
御お

回え

向こ
う

被な
し

成く
だ

下さ
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

相あ
い

願
ね
が
い

候そ
う
ろ
う

五
月
三
日
は
「
貞
芳
大
姉
」（「
母
人
」）の
一
周
忌
で
す
が
、
五
月
は
法
要
の
参
加
者
の
多
く
が
忙

し
い
時
期
な
の
で
、
四
月
三
日
に
法
要
を
実
施
し
た
い
と
し
て
、
法
禅
寺
住
職
の
都
合
を
聞
い
て

い
ま
す
。
住
職
は
、
彦
七
か
ら
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、
四
月
三
日
に
法
要
を
実
施
す
る
旨
を
伝

え
ま
し
た
。

結
局
、
一
周
忌
は
四
月
二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
法
要
の

参
加
者
は
二
日
の
朝
か
ら
集
ま
り
始
め
、
ま
ず
、
お
つ
ね
が
香
典
と
し
て
、
米
二
升
・
銭ぜ

に

一
〇
〇

文も
ん

・
干ほ

し

大だ
い

根こ
ん

・
葺ふ

き

大だ
い

根こ
ん

を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
続
い
て
、
四
つ
時
前（
午
前
一
〇
時
前
）に
お
た
つ
が

（

（92

（
92
）

精
進（
鳥
獣
魚
肉
を
食
べ
な
い

こ
と
）か
ら
平
常
の
生
活
に
戻

る
こ
と
。

（
93
）

前
掲
註（
89
）『
加
子
母
村
誌
』

六
三
一
〜
六
三
二
頁
。

（
94
）

死
者
の
命
日
に
実
施
す
る
法

要
。

（

（93

（

（94
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米
一
升
と
銭
一
〇
〇
文
、
お
い
わ
が
米
一
升
・
銭
一
〇
〇
文
・
酒
一
樽
を
香
典
と
し
て
持
参
し
ま

し
た
。
そ
の
後
も
佐
助
・
お
つ
き
・
吉
左
衛
門
・
お
か
ね
も
米
や
酒
な
ど
の
香
典
を
持
参
し
て
彦

七
の
家
を
訪
れ
ま
す
。
訪
れ
た
人
び
と
に
対
し
て
、彦
七
は
う
ど
ん
を
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
。『
加

子
母
村
誌
』
に
よ
る
と
、
四
十
九
日
や
一
周
忌
と
い
っ
た
法
要
で
は
、
読ど

経き
ょ
うの

前
に
仏
壇
に
う
ど

ん
を
供
え
、
参
加
者
に
も
う
ど
ん
を
振
る
舞
う
慣
習
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
続
々
と
参
加
者
が
集

ま
っ
て
き
た
の
で
、
彦
七
は
、
八
つ
時
過
ぎ（
午
後
二
時
過
ぎ
）に
、
善ぜ

ん

六ろ
く

を
法
禅
寺
ま
で
迎
え
に
行

か
せ
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
住
職
や
小
僧
が
彦
七
の
家
を
訪
れ
、
読
経
や
念
仏
を
唱
え
て

く
れ
ま
し
た
。
終
了
後
、
住
職
や
小
僧
を
う
ど
ん
・
お
吸
い
物
・
酒
で
饗
応
し
、
夕
暮
れ
時
に
な

る
と
、
住
職
や
小
僧
は
善
六
の
付
き
添
い
の
も
と
法
禅
寺
ま
で
帰
り
ま
し
た
。
ほ
か
の
参
加
者
も

そ
れ
ぞ
れ
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

翌
三
日
も
前
日
か
ら
降
り
続
く
雨
の
中
、
早
朝
か
ら
次じ

郎ろ
う

兵べ

衛え

・
善
六
・
藤と

う

吉き
ち

が
彦
七
の
家
に

集
ま
り
、
清せ

い

十じ
ゅ
う

郎ろ
う
・
吉き

ち

左ざ

衛え

門も
ん
・
佐さ

右え

衛も

門ん

・
勘か

ん

六ろ
く
・
お
た
つ
母
子
・
お
い
わ
親
子
・
お
つ
ね
母
子
・

お
そ
よ
母
子
も
合
流
し
ま
し
た
。
前
日
と
同
じ
く
四
つ
時
に
法
禅
寺
の
住
職
や
小
僧
が
彦
七
の
家

を
訪
れ
、「
母
人
」
の
追つ

い

善ぜ
ん

供く

養よ
う

の
た
め
、
光こ

う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

を
唱
え
ま
し
た
。
終
了
後
、
住
職
を
吸
物

や
酒
な
ど
で
饗
応
し
、
夕
方
に
雨
が
小
降
り
に
な
っ
た
の
で
、「
母
人
」
の
墓
参
り
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
住
職
や
小
僧
は
寺
ま
で
帰
り
ま
し
た
。
彦
七
は
法
禅
寺
へ
布
施
と
し
て
米
や
銭
五
〇
〇

文
を
渡
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
命
日
よ
り
早
く
実
施
さ
れ
た
「
母
人
」
の
一
周
忌
で
す
が
、
以
上

（

（95

（
95
）

前
掲
註（
89
）『
加
子
母
村
誌
』

六
三
二
頁
。

（

（96

（
96
）

密
教
で
唱
え
る
呪
文
の
一
つ
。

唱
え
る
と
一
切
の
罪
業
が
除
か

れ
る
と
い
う
。

の
流
れ
で
無
事
に
終
了
し
た
た
め
、彦
七
は「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」と
安
堵
の
気
持
ち
を
記
し
て
い
ま
す
。

実
際
の
命
日
で
あ
る
五
月
三
日
に
も
「
心

こ
こ
ろ

計ば
か
り

之の

回え

向こ
う

相あ
い

勤つ
と
め

候そ
う
ろ
う」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

小
規
模
の
法
要
を
実
施
し
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
彦
七
は
、
四
月
二
五
日
か
ら
三
浦
山
の
見
廻

り
に
向
か
っ
て
お
り
、
法
要
に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
日
の
法
要
の
様
子
に
つ
い
て

は
、
お
つ
ね
や
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

か
ら
、
好
天
気
の
な
か
実
施
さ
れ
た
と
手
紙
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
手
紙

を
読
み
な
が
ら
、彦
七
は
、心
の
な
か
で
「
母
人
」
と
の
思
い
出
を
振
り
返
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

（

（97

（
97
）

明
和
六
年（
一
七
六
九
）日
記
、

四
月
三
日
条
。



6　家族の「死」と向き合う

─ 85 ─

の
流
れ
で
無
事
に
終
了
し
た
た
め
、彦
七
は「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」と
安
堵
の
気
持
ち
を
記
し
て
い
ま
す
。

実
際
の
命
日
で
あ
る
五
月
三
日
に
も
「
心

こ
こ
ろ

計ば
か
り

之の

回え

向こ
う

相あ
い

勤つ
と
め

候そ
う
ろ
う」

と
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

小
規
模
の
法
要
を
実
施
し
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
彦
七
は
、
四
月
二
五
日
か
ら
三
浦
山
の
見
廻

り
に
向
か
っ
て
お
り
、
法
要
に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
日
の
法
要
の
様
子
に
つ
い
て

は
、
お
つ
ね
や
孫ま

ご

太た

郎ろ
う

か
ら
、
好
天
気
の
な
か
実
施
さ
れ
た
と
手
紙
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
手
紙

を
読
み
な
が
ら
、彦
七
は
、心
の
な
か
で
「
母
人
」
と
の
思
い
出
を
振
り
返
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

（

（97

（
97
）

明
和
六
年（
一
七
六
九
）日
記
、

四
月
三
日
条
。
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お
わ
り
に

今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
内
木
彦
七
の
日
記
を
と
お
し
て
、
彦
七
や
そ
の
周
辺
の
人
び
と

の
一
生
、
特
に
出
産
・
子
育
て
・
結
婚
・
病
気
・
介
護
・
葬
儀
と
い
っ
た
、
人
び
と
が
生
き
て
い

く
う
え
で
、
必
ず
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
で
き
ご
と
に
注
目
し
て
き
ま
し
た
。

彦
七
は
日
々
の
で
き
ご
と
を
非
常
に
細
か
く
書
き
残
し
て
い
る
の
で
、
日
記
か
ら
様
々
な
情
報

が
よ
み
と
れ
ま
す
。
で
き
ご
と
の
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
で
き
ご
と
に
お
い
て
、
彦
七
が
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
の
ま

ま
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
彦
七
に
と
っ
て
五
人
目
の
孫
と
な
る
万
之
助
の
誕
生
に
際

し
て
は
、
母
子
と
も
に
健
康
で
あ
る
こ
と
や
男
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
大た

い

慶け
い

」
と
記
し

て
喜
ん
で
い
ま
す
。
一
方
で
最
後
に
取
り
上
げ
た
「
母
人
」
の
死
去
に
際
し
て
は
、「
残ざ

ん

念ね
ん

〳ざ
ん
ね
ん〵

」

と
書
き
記
し
、
実
母
を
亡
く
し
た
悲
し
い
気
持
ち
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
で
彦
七
は
、
自
身
の
感
情
を
書
き
残
し
て
い
る
の
で
、
日
記
を
読
む
私
た
ち
が
ま

る
で
そ
の
場
面
に
い
る
か
の
よ
う
な
臨
場
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
、
日
記
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
本
書
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
家
族
・

親
類
・
縁
者
を
越
え
た
地
域
の
人
び
と
と
の
つ
な
が
り
で
す
。
彦
七
の
次
女
お
ま
つ
と
源
太
の
結
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婚
に
奔
走
し
た
清
十
郎
の
存
在
や
、
病
気
見
舞
い
に
訪
れ
た
人
び
と
な
ど
、
今
回
取
り
上
げ
た
で

き
ご
と
は
、
い
ず
れ
も
地
域
の
人
び
と
と
彦
七
が
直
接
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
な
い
と

対
処
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
現
在
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）の
発
達
に
と
も
な
い
、
他

者
と
か
か
わ
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
時
代
で
す
。
技
術
の
進
歩
に
し
た
が
っ
て
便
利
に
な
っ

た
側
面
が
あ
る
反
面
、
人
び
と
と
直
接
に
交
流
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
る
面

も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
び
と
と
の
つ
な
が
り
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
何
物
に
も
代
え
が
た
い
経

験
を
彦
七
の
日
記
は
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
日
頃
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木

哲
朗
様
や
ご
家
族
の
皆
様
、
講
演
会
な
ど
様
々
な
機
会
に
お
い
て
貴
重
な
お
話
や
ご
助
言
を
い
た

だ
い
て
い
る
加
子
母
地
区
の
皆
様
、
第
二
巻
・
第
四
巻
に
引
き
続
き
素
敵
な
挿
絵
を
描
い
て
く
だ

さ
っ
た
加
子
母
地
区
在
住
の
絵
本
作
家
本
間
希
代
子
氏
に
対
し
て
、
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。
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