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例
え
は
手
近
な
人
名
辞
典
の
”
萩
原
広
道
＂
の
項
に
‘
「
（
広
直
は
）
歌
を

平
賀
元
義
に
、
国
学
を
大
国
隆
正
に
学
ん
だ
」
（
『
新
潮
日
本
人
名
辞
典
』
）
と

あ
る
、
間
違
い
て
は
な
い
，
し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
も
そ
う
だ
か
‘
特
に

後
者
に
つ
い
て
は
‘
特
に
い
ろ
ん
な
但
し
書
き
が
付
ぎ
そ
う
で
あ
る
こ

広
道
か
十
匹
オ
の
時
‘
元
義
に
歌
を
見
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
[
自

叙
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
こ
の
こ
ろ
の
さ
つ
き
の
あ
め
に
水

か
さ
ま
す
池
の
菖
蒲
は
今
花
咲
き
ぬ
」
と
い
う
作
品
が
、

Jj
葉
の
調
べ
に
か

な
っ
て
い
る
と
は
め
ら
れ
た
と
あ
る
。
だ
か
‘
残
さ
れ
た
彼
の
和
歌
作
品
に
‘

万
葉
派
の
元
義
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も
の
が
は
と
ん
ど
な
く
、
歌
人
の
系
譜

と
し
て
元
義
門
と
言
う
こ
と
は
と
う
て
い
出
来
な
い
。
師
弟
関
係
か
あ
っ
た

と
し
て
も
、
年
少
時
の
は
ん
の
一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
国
学
に
お
け
る
大
国
（
野
之

n)
隆
正
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
清

宮
秀
堅
『
古
学
小
伝
』
に
、
広
道
の
門
人
で
あ
っ
た
と
い
う
松
野
真
維
の
、

「
翁
（
広
道
の
こ
と
ー
引
用
者
）
野
々

Il
降
正
二
語
格
ノ

l
ヲ
聞
ン
ト
テ
、

備
前
二
在
リ
ン
ト
キ
、
名
簿
ヲ
送
リ
シ

l
ア
リ
」
と
言
う
言
葉
を
引
い
て
い つ

の
但
し
書
き

山

崎

勝

昭

る
•
)
そ
し
て
、
そ
の
真
維
の
言
葉
を
裏
付
け
る
広
道
の
書
簡
か
あ
る
。
そ
れ

は
、
野
之
口
正
武
（
隆
正
の
養
子
）
編
『
境
斎
杜
友
年
々
録
』
に
、
自
分
の

作
品
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
嘉
永
元
年
八
月
七
日
付
鈴
木
高
鞘
宛

書
簡
（
桜
井
武
次
郎
氏
蔵
）
て
、
そ
の
中
に
、
「
正
武
方
ハ
承
候
ヘ
ハ
野
々

11

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

流
の
紆
ハ
か
I
J
集
候
と
や
ら
野
牛
な
ど
も
隆
正
翁
二
て
に
ハ
を
博
受
し
て

、
、
、
、

も
ら
ひ
候
故
申
候
よ
し
二
御
庫
候
」
と
あ
る
。
（
傍
点
引
用
者
。
以
下
同
じ
）

こ
の
真
維
及
ぴ
広
道
の
言
薬
か
ら
‘
次
の
こ
と
か
言
え
る
降
止
に
五
叩

格
」
「
て
に
ハ
」
（
国
話
の
文
法
）
を
教
わ
っ
た
こ
と
か
あ
る
こ
と
、
そ
れ
か

ら
、
「
名
簿
ヲ
送
」
っ
た
と
い
う
こ
と
て
、
広
道
が
隆
汗
に
（
正
式
に
）
入
門

し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
禍
玉
i

の
こ

と
て
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
。
書
簡
中
の
「
野
々

II
流
の
符
バ
か
り
集
候
と
や

ら
」
と
い
う
‘
隆
正
（
ま
た
は
彼
に
か
か
わ
る
こ
と
）
を
よ
そ
事
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
‘
は
た
目
に
は
そ
の
よ
う
に
映
る
。

隆
正
か
、
江
戸
て
火
事
に
遭
い
単
身
大
阪
へ
移
住
し
て
き
た
の
は
、
天
保

五
年
四
十
三
歳
の
時
て
あ
っ
た
o
l
o
J
七
年
に
、
播
序
•
小
野
藩
主
に
招
か
れ

て
藩
の
子
弟
に
困
学
を
教
授
し
、
十
二
年
、
小
野
を
辞
し
て
、
京
都
て
家
塾
・

報
本
学
舎
を
開
く

J

備
前
岡
山
の
広
道
か
「
て
に
ハ
」
の
「
博
受
」
を
う
け
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た
の
は
‘
隆
正
の
小
野
滞
在
中
に
違
い
な
い
。
そ
の
一
番
早
い
尺
保
七
年
だ

と
し
て
も
、
広
道
は
す
て
に
二
十
二
歳

3

従
っ
て
こ
の
時
の
質
問
は
、
広
道

な
リ
に
勉
学
を
直
ね
た
上
で
の
専
門
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た

た
だ
ろ
う
。

「
国
学
を
大
国
隆
正
に
学
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
は
‘

は
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
リ

（
二
）

広
道
に
お
け
る
隆
正
の
影
響
を
小
さ
く
見
る
の
は
‘
先
に
向
者
の
師
弟
関

係
を
指
摘
し
て
い
た
貞
維
て
、
彼
は
、
前
記
引
用
に
続
く
文
章
の
中
て
、
「
然

レ
ト
モ
学
風
ハ
野
々
口
、
…
／
流
ニ
ア
ラ
サ
ル

l
、
著
書
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
ン
」

と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
真
維
か
「
著
書
ヲ
以
テ
知
ル
ベ
シ
」
と
言
う
よ

う
に
、
両
者
の
書
い
た
も
の
を
少
し
覗
く
だ
け
で
も
、
そ
の
「
学
風
」
の
違

い
は
容
易
に
了
解
さ
れ
る

3

例
え
ば
隆
正
は
‘
『
本
学
挙
要
』
（
日
本
思
想
大
系
『
平
田
篤
胤
・
伴
信
友
・

大
国
隆
正
』
所
収
）
の
中
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

考
証
に
大
小
の
差
別
あ
り
‘
他
の
先
生
た
ち
の
考
証
は
‘
小
考
証
に

し
て
、
い
ま
隆
正
か
す
る
考
証
は
大
考
証
な
り

3

小
考
証
は
‘
書
籍
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

考
証
す
る
考
証
な
リ
。
隆
正
か
考
証
は
、
天
地
を
考
証
に
す
る
考
証
な

り
。
・
・
・
小
若
証
に
泥
め
る
国
学
者
た
ち
の
、
隆
正
か
説
を
き
き
て
、
考

証
な
し
と
い
ひ
‘
牽
強
附
会
と
そ
し
る
な
る
べ
し
。
そ
は
考
証
に
大
小

あ
る
こ
と
を
し
ら
ぬ
偏
見
な
り
c

,

：
書
籍
の
考
証
に
の
み
泥
み
て
は
‘

こ
れ
ら
の
大
理
を
う
る
こ
と
あ
た
は
す
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
こ
れ
は
い

と
／
＼
か
た
き
こ
と
に
て
‘
隆
正
が
こ
れ
を
す
れ
ど
、
門
人
に
は
禁
じ

て
な
さ
し
め
ず
。
戸
苫
髪
の
た
か
ひ
千
里
を
あ
や
ま
る
こ
と
あ
る
べ
け
れ

ば
な
リ
。
隆
正
は
百
た
び
考
へ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば
‘
隆
正
が
説
に
し

た
が
ふ
人
は
‘
隆
正
か
説
に
し
た
か
ひ
て
別
に
見
識
を
い
だ
し
‘
隆
正

よ
り
上
に
い
で
ん
な
ど
は
す
べ
か
ら
ず
。
本
居
先
生
は
「
わ
れ
よ
り
ま

さ
れ
る
説
あ
ら
ば
い
ふ
べ
し
」
と
門
人
に
し
め
さ
れ
た
り
き
。
隆
正
は

そ
れ
に
反
し
て
、
「
わ
れ
よ
り
ま
さ
れ
る
説
あ
り
と
も
‘
隆
正
が
説
を
か

ぎ
り
と
し
て
、
そ
れ
よ
リ
う
へ
を
い
ふ
へ
か
ら
す
」
と
し
め
す
な
リ
。

し
め
す
こ
と
ば
は
‘
異
な
れ
ど
、
皇
国
の
た
め
を
お
も
ふ
真
心
は
か
は

ら
ず
。

一
方
、
広
道
は
ど
う
か
。
本
居
宣
長
は
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
で
、
「
古
書
の
注

釈
を
作
ら
ん
と
、
早
く
心
が
く
べ
し
」
と
言
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
は
己
の

学
間
の
上
達
の
た
め
に
得
る
と
こ
ろ
か
多
い
し
、
た
と
え
そ
の
注
釈
が
成
就

し
な
く
と
も
‘
学
問
に
大
な
る
益
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
広
道
は
‘

こ
の
宣
長
の
言
葉
に
共
鳴
し
、
そ
の
主
著
『
本
教
提
綱
」
（
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵
。
旧
名
『
本
学
大
概
』
ま
た
『
本
学
提
桐
」
）
に
お
い
て
、
わ
さ
わ

ざ
「
著
述
」
と
い
う
章
を
設
け
、
そ
の
宣
長
説
を
敷
延
し
て
い
る
。

学
問
の
浅
い
者
ほ
と
「
考
証
な
ど
の
事
も
い
と
施
略
に
な
り
が
ち
」
で
、

そ
の
た
め
「
ひ
か
こ
と
」
を
言
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
□
止
釈
」
と
い
う

も
の
は
‘
「
古
書
に
従
ひ
て
注
す
る
も
の
な
」
の
で
、
「
大
か
た
強
説
を
い
ふ

こ
と
も
少
」
な
く
な
る
。
古
典
注
釈
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
初
心
者
に
と
っ

て
大
層
好
ま
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
学
問
の
道
ハ
い
と

／
＼
広
く
大
キ
」
い
。
一
方
「
人
命
ハ
限
あ
る
物
」
だ
か
ら
、
一
人
て
全
て

を
見
尽
く
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
学
問
の
世
界
と
い
う
も
の
は
‘

了
と
に
か
く
に
唯
一
人
の
オ
識
を
以
て
こ
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。

そ
の
た
め
に
も
、
自
分
の
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
、
「
遍
く
世
に
押
出
し
て
天

下
の
人
に
評
」
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
そ
し
て
さ
ら
に
広
道
は
‘
こ
の
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観
点
に
立
っ
て
、
「
古
書
の
注
釈
」
を
作
る
こ
と
、
つ
ま
I
J
、
「
著
述
」
す
る

こ
と
の
意
義
を
力
説
す
る
）
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
且
学
問
ハ
、

い
つ
ま
で
も
際
限
な
き
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
此
に
て
尽
し
た
リ
と
い
ふ
へ
き

事
ハ
世
の
き
ハ
み
あ
る
べ
く
も
な
き
事
」
な
の
で
あ
る

C

こ
れ
で
完
全
だ
と

い
う
こ
と
は
な
く
、
物
の
道
理
と
い
う
も
の
は
、
以
前
の
考
え
（
説
）
か
修

正
さ
れ
つ
つ
、
次
々
と
明
ら
め
ら
れ
て
行
く
。
つ
ま
リ
、
前
の
も
の
の
批
判

を
通
し
て
、
後
に
な
る
は
ど
物
事
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
く
。
広
道
は
こ

の
よ
う
に
も
考
え
て
い
た
。
こ
れ
を
古
典
の
注
釈
と
い
う
作
業
に
引
き
付
け

て
考
え
れ
ば
、
後
の
世
の
も
の
ほ
ど
注
釈
は
よ
り
正
確
に
な
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
事
実
広
道
は
‘
「
そ
も
／
＼
万
事
は
次
第
に
明
り
ゆ
く
わ
ざ
に
し
あ

れ
ば
‘
も
の
、
注
釈
ど
も
、
最
後
に
出
来
に
た
る
か
穏
し
く
た
ら
ひ
た
る
は

も
と
よ
り
然
る
べ
き
理
な
れ
：
．
」
と
、
香
川
景
樹
『
百
首
異
見
』
を
評
し
た

胃
首
異
見
摘
評
』
（
岡
山
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
蔵
）
の
中
て
言
っ
て
い

る。
隆
正
の
『
本
学
挙
要
』
の
言
業
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
広
道
の
考
え
を
要

約
す
れ
ば
右
の
よ
う
に
な
る
。
広
道
の
実
証
を
重
ん
ず
る
態
度
に
つ
い
て
は

佃

別
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
態
度
は
‘
隆
正
側
か
ら
見
れ
ば
‘

[
書
籍
を
考
証
す
る
考
証
」
で
あ
っ
て
、
し
た
か
っ
て
広
道
は
、
「
小
考
証
に

泥
め
る
国
学
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
隆
正
の
「
独
善
」

を
責
め
る
の
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
問
題
で
は

な
い
。
と
に
か
く
広
道
の
「
学
風
」
が
、
「
野
々
口
‘
…
ノ
流
ニ
ア
ラ
サ
ル
」

こ
と
に
つ
い
て
は
‘
誰
し
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
違
い
は
、
同
時
代
の
人
に
も
映
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
豊
前
の
渡
辺

明
と
い
う
人
が
、
諸
国
の
有
名
な
歌
人
・
国
学
者
を
歴
訪
し
、
そ
の
感
想
を

長
崎
の
中
島
広
足
宛
害
簡
（
弘
化
四
年
八
月
七
日
付
。
弥
富
浜
雄
編
『
名
家

、
、
、
、
、
、
、
、

書
翰
集
抄
』
所
収
）
に
綴
っ
て
い
る
か
、
そ
の
中
に
‘
「
野
々
口
は
乎
田
之
奇

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

癖
怪
説
を
信
奉
す
る
人
也
、
西
田
も
近
し
之
、
浪
華
に
は
広
道
を
第
一
と
す
‘

村
田
、
熊
谷
等
は
歌
よ
み
の
み
。
京
に
て
は
大
橋
を
温
厚
君
子
と
す
‘
・
:
]

な
ど
と
あ
る
。
広
道
が
大
阪
で
一
番
の
学
者
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
‘
今
問
う

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
文
面
か
ら
、
「
広
道
」
と
「
野
々
口
」

と
か
同
じ
学
風
に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や

「
広
道
」
が
、
「
野
々
口
」
門
で
あ
る
な
ど
と
は
想
像
も
出
来
ぬ
こ
と
に
違
い

な
い
。

（
三
）

繰
リ
返
す
よ
う
だ
が
、
清
宮
秀
座
『
古
学
小
伝
』
に
ま
た
、
「
誰
ヲ
師
ト
イ

フ

l
ナ
ケ
レ
ト
‘
:
・
幼
ヨ
リ
国
害
ヲ
読
ム

l
好
マ
レ
‘
・
:
」
と
あ
る
。
つ
ま

り
、
広
道
の
「
師
」
と
言
え
ば
、
元
義
・
隆
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
彼

ら
は
か
り
そ
め
の
「
師
」
と
言
う
べ
く
、
広
道
の
学
問
形
成
に
深
い
影
響
を

与
え
た
師
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
元
義
に

つ
い
て
は
お
そ
ら
く
問
題
は
な
い
。
隆
正
に
つ
い
て
も
、
右
に
見
る
か
ぎ
リ

問
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
し
か
し
実
は
‘
そ
れ
か
師
弟
関
係
と
呼
ば
れ
る
も

の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
‘
隆
正
と
の
関
係
は
‘
「
て
に
ハ
」
伝
授
で
終
わ
る

一
過
性
の
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
二
人
の
関
係

は
相
当
な
が
く
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め

る
前
に
‘
隆
正
に
つ
い
て
、
少
し
見
て
お
き
た
い
。

当
時
‘
隆
正
は
、
国
学
者
仲
間
で
の
評
判
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
僧
義
門

の
天
保
十
四
年
四
月
十
二
日
付
伴
信
友
宛
書
簡
（
大
鹿
久
義
編
著
『
伴
信
友

来
翰
集
』
所
収
）
に
、
「
諸
平
・
内
遠
か
ね
て
隆
正
の
事
二
付
ぶ
つ
／
＼
申
候
」

と
も
あ
る
。
そ
の
（
加
納
）
諸
平
の
陸
正
批
判
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
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た
か
分
か
ら
ぬ
が
、
（
本
居
）
内
遠
の
そ
れ
は
‘
天
保
十
二
年
霜
月
廿
九
日
付

中
島
広
足
宛
書
簡
（
弥
富
編
前
掲
書
）
に
、

野
々
口
隆
正
大
分
著
述
有
之
趣
な
れ
ど
、
一
見
致
し
候
は
、
憐
駁
者
、

是
は
ま
づ
此
方
の
方
人
に
て
、
よ
く
候
へ
共
、
文
か
ら
い
や
し
く
、
お

、
、
、

と
な
げ
な
き
方
に
候
上
、
全
体
此
人
の
出
自
し
か
と
不
存
候
‘
一
比
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

篤
胤
へ
も
随
身
い
た
し
居
‘
其
後
変
名
致
候
と
か
も
風
聞
有
之
、
又
闇

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

説
な
ど
を
も
取
交
候
人
と
被
存
候
：
・
い
つ
れ
に
も
方
々
の
説
を
取
り
込

み
候
さ
ま
は
、
著
述
の
目
録
な
ど
に
て
、
想
像
せ
ら
れ
申
候
‘
…
さ
て

は
鼻
く
ら
べ
の
さ
う
し
な
ど
と
申
は
‘
馬
琴
、
三
馬
、
一
九
が
党
に
て

い
た
す
べ
き
物
、
古
学
者
の
歯
牙
に
か
く
べ
き
書
に
は
候
は
ず
‘
兼
好

か
一
代
記
の
や
う
の
戯
作
、
小
説
も
見
及
候
‘
是
も
同
様
な
が
ら
少
々

中
に
議
論
は
有
之
候
‘
さ
れ
と
其
説
当
不
当
は
い
か
が
候
は
ん
、
右
之

外
は
い
ま
だ
見
及
不
申
候
、
神
代
窮
理
説
な
ど
は
さ
だ
め
て
蘭
説
が
、

り
に
て
‘
鶴
峯
戊
申
か
『
天
の
御
は
し
ら
」
め
き
た
る
物
に
も
候
は
ん

か
と
想
像
せ
ら
れ
候
。

と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
内
遠
の
批
判
は
、
本
居
家
当
主
の
言
で
も
あ
リ
‘

当
時
の
平
均
的
な
隆
正
評
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

隆
正
批
判
は
、
彼
か
翌
天
保
一
三
年
「
棚
雲
考
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し

て
か
ら
、
さ
ら
に
強
く
な
っ
た
。
信
友
が
ま
だ
江
戸
に
居
た
同
年
の
、
京
都

か
ら
江
戸
へ
移
住
し
た
ば
か
り
の
岡
部
東
平
の
信
友
宛
書
簡
に
、
「
野
之

n
隆

正
事
‘
是
ハ
江
戸
人
二
て
、
津
和
野
候
の
家
士
の
よ
し
。
今
井
ト
カ
申
居
候

由
。
志
ハ
一
宗
ノ
開
山
卜
仰
カ
レ
マ
ホ
シ
ク
、
唯
々
新
説
ヲ
ト
志
申
候
。
学

問
、
大
林
ハ
東
平
と
う
ら
う
へ
二
て
御
座
候
c

し
か
し
義
門
僧
と
つ
き
合
申

候
も
同
事
二
て
、
道
ハ
道
と
別
二
い
た
し
置
、
又
は
あ
ち
ら
の
よ
き
所
ハ
世

話
二
相
成
申
候
。
但
ン
‘
隆
正
‘
語
学
そ
の
外
面
説
を
以
て
神
典
を
と
き
‘

陰
陽
五
行
を
附
会
し
て
、
手
島
道
話
と
云
や
う
す
の
事
ハ
‘
嘔
吐
ナ
ホ
嘔
吐
。
」

（
大
鹿
編
前
掲
書
所
収
）
と
あ
り
、
翌
十
四
年
、
信
友
門
人
で
紀
伊
藩
の
長

沢
伴
雄
の
信
友
宛
書
簡
（
同
上
）
に
、
「
隆
正
‘
し
き
り
二
棚
雲
考
を
主
張
致

し
、
こ
の
比
ハ
古
事
記
卜
左
伝
と
を
調
合
し
て
講
釈
を
い
た
し
居
候
よ
り
。

、
、
、
、
、
、
、

を
り
／
＼
人
伝
に
承
り
候
度
に
、
嘔
吐
を
催
ふ
し
申
候
。
」
と
あ
り
、
あ
た
か

も
口
裏
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
「
嘔
吐
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
‘
隆
正
に
対

す
る
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
東
平
の
書
簡
に
は
「
棚
雲
考
」
と
い

う
文
字
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

妙
玄
寺
義
門
の
先
程
引
い
た
書
簡
に
、
「
喝
々
筆
話
の
あ
の
棚
雲
考
よ
‘
諸
国

の
笑
具
と
な
れ
る
事
な
る
に
」
と
あ
り
‘
さ
ら
に
又
別
の
と
こ
ろ
（
『
傭
字
例

評
弁
』
）
て
、
自
分
の
論
文
か
こ
の
降
正
の
「
棚
雲
考
」
と
同
し
論
文
集
（
「
喝
々

筆
語
』
）
に
載
っ
て
い
る
の
を
「
恥
つ
可
き
の
甚
し
」
と
ま
て
言
っ
て
い
る

C

天
保
十
二
年
四
月
、
西
田
直
養
の
提
案
で
、
隆
正
・
東
平
・
伴
雄
・
義
門
た

ち
か
集
ま
っ
て
、
温
古
会
と
い
う
研
究
会
を
組
織
し
た
。
「
喝
々
筆
語
」
と
い

う
の
は
、
そ
の
紀
要
と
で
も
称
す
へ
き
も
の
て
あ
る
か
、
問
題
の
己
伽
雲
考
」

は
、
こ
れ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
『
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
第

9

巻
』
所
収
）
。

こ
の
論
文
は
、
彼
の
他
の
書
き
物
に
比
べ
る
と
、
ま
だ
お
と
な
し
い
よ
う

に
思
う
が
、
隆
正
ら
し
さ
と
い
う
の
は
勿
論
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
雲
」
「
雨
」

の
語
源
を
説
い
て
、
「
酌
（
ク
）
む
と
い
ふ
こ
と
ば
よ
り
、
雲
と
い
ふ
こ
と
ば

い
で
き
‘
浴
（
ア
ム
）
と
い
ふ
こ
と
ば
よ
り
雨
と
い
ふ
こ
と
ば
い
で
き
た
る

も
の
な
る
こ
と
、
此
図
に
よ
り
て
さ
と
る
べ
ぎ
な
り
。
」
と
言
い
、
地
上
か
ら

水
蒸
気
の
上
が
っ
て
雲
と
な
り
そ
の
雲
か
ら
降
る
図
を
、
説
明
文
の
下
に
丁

寧
に
添
え
て
い
る

C

要
す
る
に
‘
こ
の
「
棚
雲
考
」
は
‘
批
判
者
か
ら
す
れ

ば
（
内
遠
の
言
葉
を
借
IJ
れ
ば
）
、
「
蘭
説
な
ど
を
も
取
交
」
え
、
「
方
々
の
説
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を
取
リ
込
」
み
な
か
ら
の
‘
古
事
記
・
万
葉
集
等
に
出
る
言
葉
（
の
語
源
）

解
釈
の
―
つ
の
例
て
あ
っ
て
、
東
平
が
、
「
隆

lE
、
語
学
そ
の
外
闇
説
を
以
て

神
典
を
と
き
」
と
非
難
し
た
の
は
的
外
れ
て
は
な
か
っ
た
。

「
桐
雲
考
」
に
限
ら
ず
、
そ
の
言
動
を
あ
れ
こ
れ
と
非
難
さ
れ
た
隆
正
だ

か
、
し
か
し
彼
は
ほ
と
ん
ど
気
に
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。
先
の
引
用
（
『
本

学
挙
要
』
）
を
再
引
用
す
れ
ば
、
「
考
証
に
大
小
の
差
別
あ
り
-
他
の
先
生
た

ち
の
考
証
は
‘
小
考
証
に
し
て
、
い
ま
隆
正
か
す
る
考
訓
は
大
考
祉
な
リ
こ

小
考
証
は
、
書
籍
を
考
証
す
る
考
証
な
り
，
，
降
正
か
考
証
は
‘
天
地
を
考
証

に
す
る
考
証
な
り
。
…
小
考
証
に
泥
め
る
国
学
者
た
ち
の
‘
隆
正
か
説
を
き

き
て
、
若
証
な
し
と
い
ひ
‘
牽
強
附
会
と
そ
し
る
な
る
べ
し
。
そ
は
号
証
に

大
小
あ
る
こ
と
を
し
ら
ぬ
偏
見
な
リ
」
と
い
う
具
合
て
‘
批
判
者
の
方
か
未

熱
だ
と
い
う
Il
ぶ
iJ)

こ
れ
は
‘
別
に
「
棚
雲
考
」
非
難
に
応
し
た
も
の
で

は
な
い
か
、
彼
の
書
き
物
に
対
し
て
「
考
証
な
し
」
「
牽
強
附
会
」
と
い
う
批

判
か
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
彼
本
人
は
十
分
承
知
し
て
い
た
の
で
あ

る，
隆
正
の
書
い
た
も
の
は
‘
東
平
の
言
を
借
リ
れ
は
‘
「
手
島
道
話
」
み
た
い

な
と
こ
ろ
か
あ
り
、
少
な
く
と
も
読
み
易
さ
と
い
う
点
で
は
巾
し
分
な
い
は

ず
な
の
だ
か
、
し
か
し
実
際
は
な
か
な
か
（
私
に
は
）
虚
心
に
読
め
な
い
。

何
度
も
眉
に
唾
を
つ
け
て
用
心
し
て
か
か
ら
な
い
と
、
ど
こ
へ
連
れ
て
い
か

れ
る
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
心
配
か
あ
る
し
‘
し
ば
し
は
出
会
う
独
善
的
言
辞

に
は
‘
東
平
・
伴
雄
な
ら
す
と
も
「
嘔
吐
」
を
催
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る

Q

だ
か
ら
広
道
伝
で
‘
隆
正
の
影
響
を
（
無
意
識
的
に
か
）
小
さ
く
見
る
（
見

よ
う
と
す
る
）
の
は
わ
か
ら
ぬ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
な
こ
と
が
隆

IE
の
す
べ
て
で
あ
る
な
ら
、
幕
木

期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
彼
の
活
躍
ぶ
り
は
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る

人
々
に
嘔
吐
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
か
、
時
に
は
別
の
と
こ
ろ
で
大
ぎ

な
力
を
持
つ
こ
と
だ
っ
て
あ
る
の
だ
。

隆
正
は
‘
「
隆
正
が
考
証
は
‘
天
地
を
考
証
に
す
る
考
証
な
り
」
言
っ
て
い

た
。
東
平
に
「
志
八
一
宗
ノ
開
山
卜
仰
カ
レ
マ
ホ
ン
ク
」
と
‘
憎
ま
れ
口
を

た
た
か
れ
て
い
た
が
、
た
し
か
に
こ
の
隆
正
の
言
葉
な
ど
、
夜
郎
自
大
な
独

善
的
言
辞
・
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
大
言
壮
語
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
十
分
で
あ
る
。

し
か
し
人
は
、
手
招
い
「
実
証
」
の
み
で
飢
か
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
「
天

地
を
考
証
に
す
る
若
証
」
か
、
人
を
と
ら
え
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
，
そ

ん
な
こ
ど
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
悪
許
高
い
「
棚
雲
考
」

に
見
え
る
。
例
え
ば
‘
こ
の
論
文
を
書
く
き
っ
か
け
を
記
し
た
次
の
よ
う
な

部
分
は
ど
う
か
，

天
保
十
一
年
四
月
、
し
は
し
姫
路
の
仁
壽
山
に
や
ど
り
て
、
物
の
講

釈
な
ど
し
た
り
し
を
リ
、
こ
の
多
那
を
な
す
理
を
見
ぎ
は
め
た
リ
）
さ

る
は
奥
山
村
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
夕
く
れ
芥
を
や
き
た
り
。
そ
の
け

ぶ
り
い
と
な
ん
多
か
り
け
る
。
火
の
事
に
や
と
疑
ふ
ば
か
り
な
り
け
り
。

そ
の
悟
そ
こ
の
山
の
半
腹
ま
で
の
ぱ
リ
て
横
に
ゆ
く
。
こ
れ
を
門
人
ど

も
に
示
し
て
い
へ
る
や
う
‘
た
な
び
く
と
は
こ
れ
を
い
ふ
な
り
。
こ
れ

よ
り
下
に
も
棚
は
あ
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ば
し
の
き
て
の
ぱ
り
て
し
の
き

ぇ
ゞ
る
棚
に
あ
た
り
て
横
に
ゆ
く
な
り
。
こ
よ
ひ
あ
の
た
な
に
眼
を
つ

け
‘
し
る
し
を
な
し
お
け
と
い
ひ
つ
け
お
き
て
、
あ
く
る
あ
し
た
と
く

お
き
い
で
‘
、
と
も
に
見
た
る
に
そ
の
げ
ぶ
リ
そ
の
ま
、
あ
り
、
ま
し

る
し
を
な
し
お
け
る
あ
た
り
よ
り
は
、
ひ
き
く
さ
が
リ
て
あ
り

3

か
の

夜
気
の
く
だ
る
に
お
し
さ
げ
ら
れ
て
夜
の
間
に
ひ
ぎ
く
な
り
た
る
に
ぞ

あ
り
け
る
。
見
る
う
ち
に
山
の
う
し
ろ
よ
り
日
か
げ
さ
し
の
ぼ
り
て
、

山
の
末
を
て
ら
す
。
て
ら
さ
れ
て
、
そ
の
煙
り
末
の
か
た
よ
り
‘
か
た
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あ
か
り
に
あ
が
り
て
、
つ
ひ
に
ぎ
え
う
せ
ぬ

3

水
気
の
凝
れ
る
も
‘

H

の
引
力
に
よ
り
て
は
つ
ひ
に
融
解
す
る
理
を
も
、
あ
は
せ
て
し
り
た
り

ぎ。

見
ら
れ
る
よ
う
に
‘
「
隆
正
が
考
証
は
‘
天
地
を
考
証
に
す
る
考
証
な
り
」

と
い
う
主
張
を
さ
な
が
ら
地
で
行
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
趣
の
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
を
読
ん
て
い
る
と
、
例
え
ば
‘
明
治
の
”
文
明
開
化
＂
か
ら

遠
か
ら
ぬ
頃
の
と
あ
る
山
間
の
分
教
場
が
目
に
浮
か
ぶ
。
師
範
出
た
て
の
若

い
教
師
が
、
理
科
の
時
間
で
あ
ろ
う
か
、
窓
か
ら
見
え
る
洒
り
を
指
さ
し
て
‘

そ
の
煙
り
た
な
び
く
さ
ま
に
も
「
理
」
の
あ
る
こ
と
を
‘
熱
心
に
（
自
分
で

も
そ
の
こ
と
に
感
動
し
酔
っ
た
よ
う
に
）
話
し
て
い
る
。
村
の
子
供
達
も
‘

先
生
の
熱
心
さ
に
う
た
れ
目
を
輝
か
し
て
聴
き
入
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
情
景

か
初
彿
と
し
て
く
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
実
は
‘
こ
の
隆
正
の
「
仁
壽
山

翼
」
で
の
元
晒
釈
」
を
、
若
き
安
民
が
聞
い
て
い
て
、
そ
の
後
隆
正
に
入
門

⑧
 

し
た
と
い
う
こ
と
か
あ
っ
た
か
ら
だ
。
安
民
と
は
‘
言
う
ま
で
も
な
く
広
道

終
生
の
友
で
あ
り
、
「
追
々
練
磨
し
て
は
彼
は
よ
は
ど
の
学
に
相
成
可
申
候
と

存
候
」
（
嘉
永
四
年
四
月
十
日
付
高
勒
宛
書
簡
《
関
西
大
学
図
書
館
蔵
》
）
と
‘

広
道
が
も
っ
と
も
そ
の
大
成
を
期
待
し
て
い
た
秋
元
安
民
の
こ
と
て
あ
る
。

（
彼
は
‘
姫
路
藩
好
古
堂
教
授
に
も
な
り
蘭
学
に
も
興
味
を
示
し
西
洋
型
大

船
建
造
を
も
指
揮
し
完
成
さ
せ
た
り
多
方
面
に
オ
能
を
発
揮
す
る
か
、
惜
し

く
も
文
久
二
年
四
十
オ
で
病
死
す
る
。
）

隆
正
が
講
釈
し
た
と
い
う
「
仁
嘉
山
（
貨
）
」
は
‘
姫
路
藩
の
家
老
河
合
寸

翁
か
、
文
政
四
年
に
設
け
た
私
立
の
学
問
所
で
、
そ
こ
へ
隆
正
は
寸
翁
に
招

か
れ
て
講
義
し
に
来
た
の
た
っ
た
。
一
方
、
安
民
で
あ
る
か
、
姫
路
藩
士
と

は
言
え
四
直
二
人
扶
持
と
い
う
「
軽
輩
」
の
子
で
あ
っ
た
。
兄
も
い
た
か
小

さ
い
こ
ろ
か
ら
か
な
り
苦
労
し
た
ら
し
い
。
十
一
オ
の
時
父
か
死
去
。
十
六

オ
て
母
と
も
死
別
。
岡
山
藩
士
で
「
軽
輩
」
の
広
道
と
（
彼
も
ま
た
幼
い
時

に
母
に
先
立
た
れ
た
が
）
、
ど
こ
か
似
通
っ
た
と
こ
ろ
か
あ
る
。
そ
の
安
民

は
‘
九
オ
か
ら
十
九
オ
ま
で
、
つ
ま
り
天
保
二
年
か
ら
天
保
十
二
年
ま
て
‘

こ
の
「
仁
嘉
山
縦
」
で
使
丁
と
し
て
使
わ
れ
、
寸
翁
の
収
集
に
よ
る
膨
大
な

蔵
書
の
出
納
係
な
ど
を
し
て
い
た
。
そ
の
と
き
た
ま
た
ま
‘
隆
正
の
講
演
を

聞
く
機
会
を
得
た
の
て
あ
ろ
う
。
隆
正
に
入
門
し
た
安
民
は
、
そ
の
後
し
ば

ら
く
隆
正
と
行
動
を
共
に
す
る
。
一
時
隆
正
の
養
子
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
程
で
あ
る
。
隆
正
か
小
野
藩
を
辞
し
、
京
都
に
出
た
と
き
も
、
彼
は
そ
の

後
に
従
っ
た
の
だ
っ
た

と
こ
ろ
で
、
多
く
の
固
学
者
の
蟹
隧
を
買
っ
た
よ
う
な
も
の
に
、
安
民
は
‘

何
故
ひ
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
‘
わ
か
ら
な
い
。
彼
は
‘

隆
正
に
従
っ
て
京
都
に
出
て
か
ら
‘
更
に
ま
た
伴
信
友
に
も
入
門
す
る
は
ど

01 
て
‘
隆
正
の
い
わ
ゆ
る
一
書
籍
を
考
証
す
る
考
証
」
「
小
考
証
」
を
決
し
て
軽

視
し
な
い
（
学
問
に
対
す
る
姿
勢
・
資
質
の
上
て
も
広
道
と
似
た
と
こ
ろ
が

多
い
よ
う
に
思
う
）
。
だ
か
ら
‘
向
学
心
に
燃
え
る
若
ぎ
安
民
（
こ
の
と
き
十

七
オ
）
が
、
感
動
し
て
聴
き
入
っ
た
の
は
‘
隆
正
の
講
釈
の
「
正
し
さ
」
の

故
で
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
か

っ
た
は
す
だ
。

現
実
杜
会
の
厳
し
い
身
分
秩
序
の
中
て
、
学
問
の
世
界
も
ま
た
そ
れ
と
無

縁
て
な
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
軽
輩
」
の
子
•
安
民
に
と
っ
て
、

隆
正
の
話
は
‘
既
成
の
学
問
に
な
い
新
鮮
さ
で
迫
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
て
教
え
ら
れ
た
眼
前
の
「
自
然
」
の
不
思
議
さ
に
‘
文
字
通
り
目
を
見

張
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
が
‘
隆
正
流
の
あ
や
し
げ
な
西
洋
窮
理
学
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
さ
し
あ
た
り
安
民
に
は
関
係
な
か
っ
た
。
そ
れ

だ
け
て
は
な
い
。
隆
正
の
言
い
た
い
の
は
‘
こ
の
眼
前
の
自
然
の
運
行
か
‘
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さ
な
か
ら
日
本
の
「
神
典
」
の
世
界
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
儒
教
だ

の
仏
教
だ
の
の
こ
ち
た
き
教
え
の
入
っ
て
来
る
前
の
、
い
わ
ゆ
る
「
本
教
」

が
素
朴
な
人
々
を
と
ら
え
て
い
た
時
代
の
「
正
し
さ
」
が
、
ま
さ
に
眼
前
の

自
然
の
摂
理
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。
隆
正
は
「
棚
雲
考
」
の
最
後
を
、
「
こ

の
く
に
の
い
に
し
へ
天
文
窮
理
な
ど
い
ふ
こ
と
あ
げ
は
な
く
て
、
た
ゞ
天
之

八
重
多
那
具
毛
と
い
へ
る
微
言
に
‘
か
ば
か
リ
の
天
地
の
大
理
そ
な
は
り
て

あ
り
け
る
も
あ
や
し
く
‘
又
さ
ば
か
り
も
の
、
こ
と
わ
り
を
精
し
く
い
ふ
‘

西
洋
の
窮
理
家
の
‘
こ
の
八
重
棚
の
こ
と
し
ら
ぬ
も
あ
や
し
く
な
ん
こ
と
‘

彼
の
い
わ
ゆ
る
「
神
典
」
の
正
し
さ
と
そ
の
普
遍
性
と
を
楊
言
し
つ
つ
結
ん

で
い
る
か
‘
お
そ
ら
く
、
「
仁
嘉
山
嵩
」
で
の
講
釈
の
最
後
も
こ
の
よ
う
に
結

ん
だ
の
て
あ
ろ
う

s
J

専
門
の
国
学
者
か
ら
見
る
と
、
「
嘔
吐
」
を
催
す
よ
う
な

恣
意
的
・
ゴ
ノ
タ
マ
ゼ
語
源
解
釈
も
、
若
い
安
民
に
は
気
に
な
ら
な
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
す
く
な
く
と
も
こ
の
と
き
の
隆
正
は
、
安
民
に
□
莉
し
い
世

界
」
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
つ

（
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
広
道
か
隆
正
と
出
会
っ
た
と
き
は
‘
安
民
と

は
違
っ
て
い
た
。
未
熱
で
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ま
か
り
な
り
に
も
（
国
）

学
者
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
隆
正
と
の
出
会
い
を
も
っ
と

も
早
い
時
期
に
見
梢
も
っ
て
も
一
―
十
二
、
三
オ
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
彼
は
‘

十
ヒ
オ
の
安
民
よ
リ
は
、
隆
正
を
客
観
化
・
対
象
化
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
安
民
を
と
ら
え
た
隆
正
の
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ン
ズ
ム
の
精
神
ー
理

想
化
さ
れ
た
古
代
へ
の
憧
れ
と
‘
し
か
し
そ
れ
を
彼
岸
化
せ
す
に
現
在
に
見

い
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
現
世
的
・
行
動
的
な
精
神
に
、
彼
も
ま
た
‘
共

鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
）

（
四
）

広
道
と
隆
正
ど
の
関
係
は
、
「
て
に
ハ
」
伝
授
て
終
わ
る
一
過
性
の
も
の
で

な
か
っ
た

C

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
広
道
は
圧
倒
的
な
隆
正
の
影
響
下
に
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
「
証
言
」
か
、
松
田
直
愛
の
信
友
宛
書
簡

（
弘
化
二
年
十
月
廿
一
日
付
。
大
鹿
編
著
前
掲
書
所
収
）
に
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。

(VAIJ
略
）
過
日
者
初
二
御
窺
申
上
候
処
、
早
速
御
逢
被
下
‘
殊
更
御

懇
意
二
被
仰
聞
御
高
説
奉
承
‘
難
有
仕
合
奉
存
候
。
其
后
一
応
御
礼
帝

参
上
可
仕
筈
之
処
、
帰
坂
差
急
ぎ
無
其
儀
‘
失
礼
仕
候
。
随
而
其
即
被

仰
聞
候
何
某
主
御
集
歌
‘
帰
坂
後
十
六

H
嘉――

1

ー
ロ
月
並
会
二
罷
出
‘
御
伝

言
之
趣
同
人
始
め
殿
村
茂
済
へ
も
申
聞
候
処
‘
難
有
段
申
居
候
而
、
同

日
江
戸
人
手
香
も
参
iJ
合

3

不
醤
面
会
仕
候
。
嘉
言
・
茂
済
・
足
穂
等

ヘ
短
冊
為
認
候
。
尚
直
養
八
い
ま
だ
出
会
不
申
候
へ
と
も
、
御
短
冊
も

た
せ
遣
置
申
候
。
自
然
延
引
之
程
も
と
存
、
私
方
二
有
合
候
を
一
枚
此

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

度
差
上
申
候
。
戟
沼
と
御
座
候
も
の
ハ
、
備
前
藩
萩
原
広
道
と
申
す
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
に
御
座
候
。
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
二
御
座
候
。
尚
愚
詠
相
認
め
、

都
合
六
枚
恙
上
申
候
。
御
落
手
可
被
下
候
c

（
後
略
）

弘
化
元
年
正
月
、
伴
信
友
は
‘
小
浜
藩
主
酒
井
忠
義
の
京
都
所
司
代
就
任

に
伴
い
‘
―
二
十
年
ぶ
り
に
江
戸
か
ら
京
都
に
戻
っ
て
来
た
。
こ
の
高
名
な
国

学
者
の
京
都
移
住
を
、
京
・
大
阪
の
文
人
た
ち
は
歓
迎
し
、
江
戸
在
住
時
に

す
で
に
信
友
に
師
事
し
て
い
た
紀
伊
藩
の
長
沢
伴
雄
を
は
し
め
、
西
田
直
養

ら
面
会
を
求
め
る
者
か
多
く
い
た
（
ま
た
、
安
民
の
よ
う
に
入
門
す
る
者
も

い
た
）
。
こ
の
松
田
直
愛
も
面
会
を
求
め
た
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
‘
信
友
に

依
頼
さ
れ
た
短
冊
集
め
に
も
喜
ん
て
応
し
て
い
る
。
直
愛
も
そ
こ
に
属
し
て
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い
た
ら
し
い
（
村
田
）
嘉
言
社
中
の
人
々
を
は
じ
め
、
彼
に
頼
ま
れ
た
人
は

み
な
、
信
友
の
名
を
聞
い
て
「
難
有
段
」
を
「
申
」
し
、
す
く
さ
ま
歌
を
差

し
出
し
た
。
嘉
言
社
中
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
広
道
も
い
た
。
彼
は

か
ね
が
ね
こ
の
名
高
い
国
学
者
を
腺
敬
し
て
い
て
、
一
度
面
会
を
求
め
た
い

21 

と
思
っ
て
い
た
の
た
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
喜
ん
で
短
冊
を
直
愛
に
託
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
が
、
右
の
直
愛
の
書
簡
か
ら
伺
え
る
。

し
か
し
最
も
注
目
さ
れ
る
の
か
、
言
う
ま
で
も
な
く
‘
「

i

殷
沼
と
御
座
候
も

の
ハ
‘
備
前
藩
萩
原
広
道
と
申
す
も
の
に
御
座
候
。
野
々

Il
隆
正
随
身
の
人

二
御
座
候
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
広
道
は
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
で

あ
る
と
言
う
（
こ
の
「
随
身
の
人
」
と
言
う
意
味
が
ち
ょ
っ
と
分
か
リ
に
く

い
か
、
先
に
引
い
た
本
居
内
遠
の
書
簡
中
に
、
「
（
隆
正
は
）
一
比
は
篤
胤
ヘ

も
随
身
い
た
し
居
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
別
に
渡
辺
明
は
‘
隆
正
の
こ
と
を
「
野
々

口
は
平
田
之
奇
癖
怪
説
を
信
奉
す
る
人
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の

こ
と
か
ら
、
「
随
身
（
す
る
）
」
と
い
う
言
葉
は
‘
あ
る
人
の
思
想
と
行
動
を

「
信
奉
」
し
つ
つ
そ
の
人
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
と
解
し
て
お
く
）
。
要
す
る

に
、
広
道
は
隆
正
の
思
想
・
行
動
を
忠
実
に
信
奉
す
る
者
だ
と
直
愛
に
映
っ

た
の
で
あ
る
。
匝
愛
の
こ
の
発
言
は
、
真
維
の
工
暉
ヲ
師
ト
イ
フ

l
ナ
ケ
レ

ド
」
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
取
る
印
象
、
ま
た
、
先
の
(
-
)
で
の
広
道
書

簡
か
ら
受
け
る
印
象
と
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
松
田
直
愛
と
言
う
人
の
こ
と
だ
が
‘
残
念
な
か
ら
、
大
阪
の
裕
福
な

商
人
だ
っ
た
ら
し
い
程
度
の
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
歌
人
・
国
学

者
た
ち
の
経
済
的
な
支
援
者
で
も
あ
っ
た
の
か
、
か
な
り
付
き
合
い
の
ひ
ろ

い
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
先
に
あ
げ
た
何
人
か
の
隆
正
批
判
者
た
ち
と
も
付

31 

き
合
い
が
あ
り
、
中
で
も
義
門
と
は
親
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
直
愛
は
‘
隆
正
の
（
芳
し
く
な
い
）
評
判
を
当
然
耳
に
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
野
々

Il
隆
正
随
身
の
人
」
と
言
う
言
葉
に
は
‘

文
章
全
体
の
調
子
か
ら
見
て
‘
椰
楡
的
・
嘲
笑
的
な
意
味
合
い
は
込
め
ら
れ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
直
愛
は
‘
広
道
が
大
阪
に
移
住
し
て
き
た
時
に
援
助

し
て
く
れ
た
数
少
な
い
一
人
で
も
あ
っ
た
。
広
道
か
大
阪
に
出
て
き
た
の
は
‘

弘
化
一
―
年
五
月
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
十
一
月
十
七
日
付
藤
井
高

雅
宛
書
簡
（
井
上
通
泰
『
萩
原
広
道
消
息
」
所
収
）
に
‘
つ
ま
り
、
直
愛
が

信
友
に
広
道
の
こ
と
を
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
紹
介
し
て
問
も
な
い

頃
の
書
簡
に
‘
「
直
愛
も
折
々
参
リ
申
候
。
何
角
世
話
に
も
な
り
申
候
。
同
人

取
次
に
て
板
行
下
之
筆
耕
を
仕
‘
此
節
季
を
ば
過
し
申
候
。
」
と
あ
る
し
、
そ

の
後
も
何
度
か
広
道
の
書
簡
に
出
る
。
直
愛
は
、
お
そ
ら
く
広
道
の
才
能
を

見
込
ん
で
の
こ
と
た
ろ
う
か
、
広
道
の
た
め
に
経
済
的
な
援
助
を
す
る
た
け

て
な
く
、
ま
た
学
者
仲
間
へ
も
引
き
立
て
て
く
れ
て
も
い
た
、
そ
の
一
例
と

し
て
、
こ
の
書
簡
を
見
る
べ
き
で
あ
る

3

つ
ま
り
、
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
言
う
評
は
、
直
愛
の
目
に
映
っ
た

そ
の
ま
ま
の
像
か
他
意
な
く
発
せ
ら
れ
た
も
の
て
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
‘

広
道
の
言
動
に
そ
れ
を
見
合
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
例
え
ば
、
大
阪
に
出
て
来
た
ば
か
リ
の
広
道
が
‘
頓
繁
に
京
都
の
隆

正
と
行
き
来
し
ぴ
っ
た
リ
彼
に
寄
り
添
っ
て
い
た
と
か
。
し
か
し
、
今
の
所
‘

そ
ん
な
頼
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
は
残
っ
て
い
な

い
。
広
道
は
こ
ま
や
か
な
手
紙
を
書
い
た
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
弘
化

二
、
三
年
の
こ
ろ
の
書
簡
（
と
い
っ
て
も
ほ
ん
の
わ
す
か
だ
か
）
の
中
に
は
‘

残
念
な
が
ら
‘
降
正
と
の
交
流
に
触
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
他

に
者
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
‘
広
道
自
身
の
言
動
に
隆
正
を
初
彿
さ
せ
る
も
の

か
あ
っ
た
の
て
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

―
つ
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
広
道
の
著
作
『
本
学
大
概
』
（
以
下
『
本
教
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提
綱
』
と
称
す
）
の
存
在
で
あ
る
。
「
本
学
（
ま
た
は
本
教
）
」
と
言
う
言
葉

は
、
必
ず
し
も
隆
正
（
派
）
の
独
占
で
は
な
い
が
、
彼
は
、
「
皇
国
に
は
皇
国

の
古
伝
説
あ
り
て
、
天
地
の
造
立
、
異
国
の
説
と
こ
と
な
り
。
古
事
記
序
に

こ
れ
を
本
教
と
い
へ
り
。
（
中
略
）
あ
は
れ
こ
の
本
教
を
も
と
、
し
て
、
儒
書
・

仏
書
・
道
書
•
西
洋
書
・
天
学
・
医
学
、
そ
の
外
政
事
の
た
す
け
と
な
る
も

の
ど
も
を
、
あ
つ
め
よ
ま
し
む
る
学
校
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
」
（
『
神
理
一

貫
書
』
ー
『
大
国
隆
正
全
集
第
五
巻
』
所
収
）
と
言
い
、
さ
ら
に
そ
の
「
学

校
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

隆
正
播
磨
の
小
野
に
あ
り
し
時
、
そ
こ
の
君
の
仰
ご
と
に
て
、
学
問

所
を
と
り
た
て
た
り
。
帰
正
館
と
な
づ
け
て
、
本
教
・
儒
学
と
ふ
た
っ

に
わ
け
‘
ひ
と
つ
に
ま
な
ぶ
と
こ
ろ
と
せ
リ
。
こ
れ
は
わ
が
子
野
之
口

正
武
、
わ
れ
に
か
は
り
て
こ
れ
を
つ
か
さ
ど
れ
り
。
ま
た
お
な
じ
は
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
の
姫
路
に
、
好
古
堂
と
い
ふ
学
問
所
あ
り
。
そ
こ
に
も
本
学
寮
た
ち

て
、
門
人
斎
藤
正
蟻
つ
か
さ
ど
れ
り
。
こ
れ
は
本
学
・
史
学
・
律
学
・

語
学
と
よ
つ
に
わ
げ
て
学
ば
す
。
こ
れ
を
は
じ
め
て
そ
こ
こ
、
に
、
さ

る
た
ぐ
ひ
の
学
問
所
い
で
き
な
ん
と
す
る
は
、
こ
の
道
の
世
に
お
こ
る

べ
き
は
じ
め
に
て
あ
り
ぬ
べ
し
。

国
学
の
呼
称
を
本
学
に
改
称
す
べ
き
だ
と
各
藩
校
に
働
ぎ
か
け
、
藩
の
隆

正
門
の
人
々
は
そ
れ
に
応
じ
る
べ
く
努
力
し
た
。
そ
の
一
っ
に
姫
路
藩
校
・

好
古
堂
が
あ
っ
た
。
「
仁
壽
山
貨
」
で
の
講
釈
以
米
、
隆
正
の
門
人
が
多
か
っ

た
よ
う
で
、
先
の
安
民
を
は
じ
め
、
右
に
名
の
出
る
好
古
堂
教
授
•
斎
藤
正

蟻
（
守
澄
）
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
広
道
の
『
本
教
提
綱
』
は
、
実
に
こ
の

好
古
堂
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
を
安
民
が
書
き

（
弘
化
三
年
四
月
付
）
践
文
を
守
澄
が
記
し
て
い
る
の
も
‘
こ
の
書
の
性
格

a
 

を
よ
く
示
し
て
い
る
。
広
道
が
「
文
人
」
と
し
て
立
べ
く
大
阪
に
移
住
し
て

き
た
時
‘
持
参
し
た
草
稿
の
中
で
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
は
、
こ
の
『
本
教

提
綱
」
で
あ
っ
た
は
す
だ
っ
た
。
直
愛
に
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
映

っ
た
と
し
て
も
、
無
理
で
は
な
い
。

ま
た
こ
の
頃
の
広
道
の
ラ
ジ
カ
ル
な
側
面
を
う
か
が
わ
せ
る
例
と
し
て
、

こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
。
西
田
直
養
が
、
歌
文
集
「
崖
養
集
」
の
評
を
義
門
に

請
う
た
時
、
義
門
は
、
そ
の
中
の
「
孔
子
の
を
し
へ
仲
子
が
法
も
さ
か
ゆ
け

と
い
み
た
ま
は
ぬ
そ
神
の
道
な
る
」
と
い
う
歌
を
取
り
上
げ
、
「
か
、
る
は
篤

胤
ナ
ト
議
論
好
ノ
イ
ヒ
ソ
ウ
ナ
ル

1
ニ
テ
、
班
に
よ
め
ば
鬼
神
モ
ヤ
サ
｀
ン
ク

ノ
意
ニ
ハ
イ
カ
ゞ
シ
」
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
の
三
年
ほ
ど
あ
と
、
つ
ま

り
大
阪
へ
出
て
来
て
間
も
な
い
弘
化
二
年
八
月
、
直
養
に
同
じ
く
『
直
養
集
」

の
評
を
求
め
ら
れ
た
広
道
は
、
こ
の
義
門
評
に
対
し
、
「
あ
げ
つ
ら
ひ
す
る
も

道
の
為
に
は
あ
ら
め
。
議
論
好
と
い
ふ
事
猶
う
べ
な
ひ
が
た
し
。
鬼
神
を
和

く
る
紆
な
り
と
も
道
の
こ
と
よ
ま
ず
と
は
い
か
で
定
め
ん
。
し
か
世
の
さ
ま

花
に
遊
ぷ
日
ご
ろ
の
事
こ
そ
あ
ら
め
。
皆
が
ら
な
び
き
つ
、
を
ら
ば
つ
ひ
に

Q
 

道
は
得
が
た
か
る
べ
し
」
と
、
強
く
反
駁
し
て
い
る
。
直
愛
が
こ
の
弘
道
の

評
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
歌
に
対
す
る
そ
の

よ
う
な
見
方
は
、
広
道
の
言
葉
の
端
々
に
出
る
で
あ
ろ
う
。
義
門
に
近
く
‘

ま
た
渡
辺
明
の
国
学
者
評
で
「
村
田
、
熊
谷
等
は
歌
よ
み
の
み
」
と
言
わ
れ

て
い
た
そ
の
「
村
田
（
嘉
言
）
」
社
中
で
も
あ
っ
た
直
愛
は
、
「
花
に
遊
ぶ
」

世
の
歌
人
を
批
判
し
「
道
の
為
」
に
「
あ
げ
つ
ら
ひ
す
る
」
広
道
に
、
お
そ

ら
く
辟
易
し
な
が
ら
応
対
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
義
門
が
直

愛
の
歌
を
「
篤
胤
ナ
ト
議
論
好
ノ
イ
ヒ
ソ
ウ
ナ
ル

1
」
と
言
っ
た
と
同
じ
く
‘

直
愛
は
、
広
道
の
言
う
こ
と
を
「
隆
正
ナ
ト
議
論
好
ノ
イ
ヒ
ソ
ウ
ナ
ル

1
]

と
で
も
思
っ
て
聞
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

直
愛
の
広
道
評
、
つ
ま
り
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
い
う
評
は
お
そ

- 60-



ら
く
こ
の
よ
う
な
広
道
の
言
動
に
接
し
て
出
て
き
た
も
の
た
っ
た
ろ
う
と
思

う
。
そ
れ
は
‘
「
誰
ヲ
師
ト
イ
フ

l
ナ
ケ
レ
ト
」
と
い
う
『
古
学
小
伝
』
の
言

葉
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
（
二
）
で
見
た
よ
う

に
、
と
に
か
く
両
者
の
「
学
風
」
の
違
い
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
『
古
学
小
伝
」
一

の
言
葉
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
師
」
と
い
う
も
の
を
厳
密
な
意
味

て
と
れ
は
‘
（
一
）
に
引
い
た
書
簡
て
の
広
道
自
身
の
言
葉
を
も
考
え
合
わ
せ

る
と
、
そ
の
言
葉
は
ま
す
ま
す
否
定
し
か
た
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
広
道

が
隆
正
の
こ
く
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
こ
と
、
広
道
か
隆
正
を
主
昭
者
と
す
る

思
想
運
動
（
本
教
運
動
）
の
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
‘
間
違
い
な
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か
ろ
う
。

（五）

岡
山
藩
致
仕
（
脱
藩
）
の
直
接
の
理
由
は
病
気
だ
と
、
広
道
自
身
は
言
っ

心

て
い
た
。
つ
ま
り
、
病
気
の
た
め
都
落
ち
な
ら
ぬ
岡
山
落
ち
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
か
ら
、
広
道
の
大
阪
移
住
は
‘
目
的
を
も
っ
た
積
極
的
な
行
動
と
は
見

え
に
く
い
。
何
と
な
く
余
生
を
送
る
た
め
や
っ
て
来
た
と
い
う
極
め
て
消
極

的
な
も
の
に
映
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
相
当
意
気
込
ん
て

大
阪
へ
出
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
広
道
に
近
か
っ
た
直
愛

の
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
言
う
広
道
評
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

さ
て
こ
の
あ
と
、
広
道
と
隆
正
の
関
係
を
評
し
た
第
三
者
の
言
葉
を
、
残

念
な
が
ら
聞
か
な
い
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、
広
道
自
身
の
書
簡
に
降

正
の
消
息
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
‘
す
で

に
二
）
に
引
い
た
謀
永
元
年
八
月
七
日
付
鈴
木
高
勒
宛
書
簡
で
あ
る
か
‘

以
下
、
私
自
身
の
気
付
い
た
そ
の
他
の
書
簡
を
少
々
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
年

代
順
に
示
す
。

気
付
い
た
中
て
‘
隆
正
に
触
れ
た
一
番
は
や
い
も
の
は
‘
「
野
々
口
隆
止
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

被
遣
候
好
是
又
早
速
通
し
可
申
候
。
但
彼
翁
天
性
怠
惰
之
人
之
上
殊
外
多
忙

と
聞
え
し
バ
／
＼
尋
遣
候
事
も
毎
々
夫
成
二
な
り
か
ち
二
御
座
候
間
一
定
返

答
致
候
事
無
覚
束
御
座
候
。
此
段
ハ
野
生
か
怠
ニ
ハ
無
御
座
候
間
御
含
置
可

被
下
候
。
」
（
嘉
永
元
年
三
月
廿
一
日
付
高
靭
宛
書
簡
《
関
大
蔵
》
）
と
い
う
書

簡
て
あ
る
。
前
年
末
に
知
り
合
っ
た
周
防
・
宮
市
の
鈴
木
高
輌
に
類
題
集
（
『
玉

石
集
』
）
の
企
画
か
あ
り
、
広
道
は
作
品
（
和
歌
）
収
集
の
依
頼
を
受
け
た

か
、
そ
の
中
に
隆
正
に
も
頼
む
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
書
簡
か

そ
の
返
事
て
あ
る
。
広
道
か
隆
正
に
近
く
、
彼
に
連
絡
の
と
れ
る
位
置
に
あ

っ
た
こ
と
か
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
‘
「
但
彼
翁
天
性
怠
惰
之
人
之
上
殊

外
多
忙
と
聞
え
し
バ
／
＼
尋
遣
候
事
も
毎
々
夫
成
二
な
り
か
ち
二
御
咆
候
間

…
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
両
者
の
間
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
。
几
帖
面
な
（
と

思
わ
れ
る
）
広
道
に
対
し
て
、
「
天
性
怠
惰
之
人
」
で
あ
る
隆
正
。
ま
た
、
お

そ
ら
く
病
気
の
せ
い
も
あ
ろ
う
、
い
わ
ば
書
斎
派
の
広
道
に
対
し
て
、
「
イ
デ

オ
ロ
ー
グ
」
・
「
オ
ル
ガ
ナ
イ
サ
ー
」
と
し
て
飛
び
回
っ
て
い
る
隆
正
。
そ
う

い
う
対
照
的
な
性
格
・
資
質
で
あ
り
な
か
ら
、
広
道
は
親
し
み
を
込
め
て
隆

正
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
書
簡
の
文
面
か
ら
そ
ん
な
風
に
受
け
取
れ

る。
隆
正
は
こ
の
年
姫
路
藩
和
学
校
好
占
堂
に
招
か
れ
講
義
し
て
い
る
。
彼
を

呼
ん
だ
の
は
門
人
斎
藤
守
澄
だ
っ
た
。
ま
た
、
福
山
藩
に
も
招
か
れ
講
義
し
、

『
や
ま
と
ご
、
ろ
』
を
著
し
藩
主
阿
部
正
弘
に
差
し
出
し
た
。
実
は
こ
の
著

作
が
儒
者
側
の
猛
烈
な
反
発
を
買
い
‘
ち
ょ
う
ど
平
田
篤
胤
か
、
幕
府
の
忌

誠
に
触
れ
江
戸
か
ら
追
放
さ
れ
た
よ
う
に
‘
隆
正
も
迫
放
さ
れ
か
ね
ぬ
よ
う

な
大
騒
動
に
な
っ
た
。
水
戸
斉
昭
の
と
り
な
し
で
な
ん
と
か
収
ま
っ
た
よ
う

だ
か
、
と
に
か
く
「
殊
外
多
忙
」
の
人
で
あ
っ
た
。
（
た
だ
し
、
広
道
に
こ
の
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事
件
に
触
れ
た
も
の
か
な
い
。
斉
昭
は
‘
こ
の
『
や
ま
と
ご
、
ろ
』
を
読
む

た
め
、
当
時
大
坂
城
代
だ
っ
た
土
浦
藩
主
を
通
し
て
佐
久
良
東
雄
か
ら
手
に
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入
れ
た
と
い
う
。
束
雄
と
親
し
く
行
き
来
し
て
い
た
広
道
か
こ
の
こ
と
を
知

ら
ぬ
は
ず
は
な
い
の
だ
が
。
）

ま
た
、
あ
ち
こ
ち
遊
説
し
回
り
「
殊
外
多
忙
」
と
い
う
隆
正
を
、
広
道
か

気
遺
っ
て
い
る
書
簡
が
い
く
つ
か
あ
る
。
少
し
後
の
も
の
だ
か
‘
例
え
ば
‘

「
野
々

n
い
つ
頃
錦
地
罷
立
候
哉
。
広
島
辺
廿
日
市
迄
参
候
様
子
ハ
粗
広
島

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
り
承
候
へ
と
も
其
後
之
様
子
ハ
相
分
リ
不
申
。
色
々
御
役
介
被
下
候
段
奉

多
謝
候
。
未
此
辺
ヘ
ハ
罷
帰
不
申
候
。
」
（
嘉
永
三
年
霜
月
六
日
付
高
鞘
宛
書

、
、
、
、
、
、
、

簡
《
桜
井
氏
蔵
》
）
「
野
々
口
御
役
介
段
奉
謝
候
。
」
（
嘉
永
三
年
十
一
月
十
四

日
付
高
輌
宛
書
簡
《
関
大
蔵
》
）
「
野
々

11
老
未
錦
地
辺
へ
は
帰
り
不
申
候
哉
。

御
示
し
可
被
下
候
。
，
当
年
は
中
国
筋
凶
作
に
て
唱
々
迷
惑
と
相
察
申
候
。
」
（
嘉

永
三
年
十
一
月
廿
五
日
付
高
雅
宛
書
簡
《
井
上
編
前
掲
書
》
）
と
い
う
如
く
て

あ
る
。
と
く
に
「
色
々
御
役
介
被
下
候
段
奉
多
謝
候
。
」
な
と
と
い
う
言
葉

は
、
家
に
落
ち
府
か
な
い
極
道
お
や
し
を
気
遺
う
孝
行
息
子
の
挨
拶
さ
な
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
言
か
ら
考
え
る
と
、
広
道
に
と
っ
て
隆
正
は
‘

「
他
人
」
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
同
し
運
動
に
か
か
わ
る
先
達
に
対
す
る

「
身
内
」
意
識
か
こ
こ
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。

た
だ
、
広
道
と
隆
正
の
交
流
と
言
っ
て
も
、
何
故
か
一
方
通
行
の
よ
う
で
、

隆
正
側
か
ら
の
情
報
か
入
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
い
ま
現
在
、
広
道
に
関
す

る
隆
正
側
の
資
料
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
口
当
時
も
似
た
よ
う
な
事

情
—
つ
ま
り
広
道
側
の
一
方
通
行
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

例
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
。
隆
正
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
津

和
野
藩
を
脱
藩
し
て
い
た
が
‘
嘉
永
四
年
脱
藩
の
罪
を
許
さ
れ
て
復
藉
す
る
。

同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
っ
た
広
道
は
‘
隆
正
の
復
藉
に
大
い
に
関
心
を
持
っ

た
で
あ
ろ
う

3

「
井
筒
屋
よ
リ
承
候
ヘ
ハ
隆
正
ハ
昨
年
故
藩
津
和
野
へ
帰
京
に

て
ヤ
ハ
リ
在
京
。
当
春
と
か
江
戸
へ
出
候
と
の
事
由
米
候
。
忙
々
左
様
之
事

二
候
哉
。
こ
の
邊
二
而
ハ
一
向
不
承
事
二
御
座
候
。
尤
書
通
致
候
て
も
い
か

な
る
事
二
や
返
事
も
致
不
申
候
。
夫
故
歓
も
未
不
申
遣
候
。
但
し
風
説
な
と

な
ら
ハ
却
而
如
何
と
も
存
候
間
、
内
々
御
尋
申
上
候
。
貴
君
ニ
ハ
か
の
藩
二

御
知
音
も
多
く
御
座
候
御
様
子
。
何
と
な
く
御
聞
可
被
下
奉
頼
候
。
」
（
嘉
永

四
年
―
一
月
廿
八
日
高
鞘
宛
書
簡
《
関
大
蔵
》
）
と
い
う
書
簡
に
そ
の
こ
と
か
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る

3

「
書
通
致
候
て
も
い
か
な
る
事
二
や
返
串
も
致
不
申

候
」
と
、
や
や
憤
慨
気
味
て
あ
る

3

周
防
と
津
和
野
と
は
近
い
の
て
、
広
道

の
方
か
逆
に
高
鞘
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
の
て
あ
る
。
こ
の
後
、
広
道
は
‘

五
月
下
旬
か
ら
七
月
下
旬
に
か
け
て
‘
播
磨
方
面
の
旅
行
に
出
る
か
‘
そ
の

途
中
、
石
見
へ
行
く
隆
正
と
高
砂
て
会
っ
た
。
「
隆
正
又
々
石
州
下
り
催
候
由

二
而
、
過
日
高
砂
二
而
半
日
は
か
り
逢
申
候
全
体
石
州
表
之
事
い
か
様
之

振
合
二
や
御
示
し
可
被
下
候

c

少
々
不
審
の
事
も
有
候
故
内
々
承
申
度
候
こ

（
嘉
永
四
年
七
月
廿
六
日
付
高
柄
宛
書
簡
《
桜
井
氏
f

威
》
）
と
あ
る
通
り
で
あ

る
。
と
こ
ろ
か
せ
っ
か
く
「
半
日
は
か
り
逢
申
候
」
と
あ
り
な
か
ら
‘
一
体

彼
ら
は
何
を
話
し
た
の
か
、
お
そ
ら
く
隆
正
か
広
道
に
何
も
し
ゃ
べ
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
‘
こ
こ
で
も
同
し
質
問
を
高
柄
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
ど
う
も
不
自
然
だ
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
野
々
ロ

隆
正
随
身
の
人
」
と
し
て
は
も
は
や
失
格
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

隆
正
に
触
れ
た
書
簡
が
|
約

i

の
気
付
い
た
中
で
は
最
後
の
も
の
に
な
る
が

ー
も
う
―
つ
あ
る
。
そ
れ
は
‘
江
戸
在
住
の
友
人
（
か
つ
て
の
門
人
）
池
辺

真
榛
に
宛
て
た
書
簡
（
安
政
二
年
三
月
十
几

H
付
・
飯
田
義
資
『
池
辺
真
榛

大
人
伝
」
所
収
）
で
、
そ
こ
に
「
野
々
口
隆
正
三
十
日
計
已
前
帰
京
之
由
承

、
、
、
、
、
、

り
候
。
江
戸
は
不
あ
た
り
と
聞
へ
申
候
。
か
の
風
に
て
は
当
今
異
船
の
中
抒
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に
て
は
さ
も
あ
ら
ん
と
被
存
候
」
と
あ
る
。

嘉
永
五
年
十
月
江
戸
津
和
野
藩
邸
に
赴
い
た
隆
正
は
、
翌
六
年
三
月
水
戸

斉
昭
に
謁
見
。
そ
の
す
ぐ
後
、
自
著
『
文
武
虚
実
論
」
な
と
を
献
上
す
る
と

と
も
に
‘
自
説
を
水
戸
周
辺
の
地
で
広
げ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
は
‘
土
浦
の
国
学
者
色
川
三
中
の
日
記
（
中
井
信
彦
校
注
『
片
葉
雑
記
色

川
三
中
黒
船
風
聞
日
記
」
）
に
、
か
す
か
に
う
か
か
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
嘉

永
六
年
八
月
八
日
の
条
に
、
「
七
ツ
時
京
都
住
野
々
口
（
隆
正
）
氏
弟
子
の
上

下
四
人
に
て
来
る
」
と
あ
リ
、
翌
日
に
も
「
五
ツ
過
時
、
野
々
口
氏
四
人
来

る
。
酒
出
し
候
。
」
な
ど
と
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
と
き
隆
正
は
す
で
に
六
十
二

オ
。
そ
れ
で
も
元
気
は
つ
ら
っ
と
弟
子
を
つ
れ
て
の
遊
説
行
脚
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
翌
安
政
冗
年
十
月
、
帰
京
の
途
に
つ
く
が
、
途
中
で
地
震
に
遭

い‘

-
H
一
江
戸
に
ひ
き
か
え
す
。
京
都
に
戻
っ
た
の
は
翌
二
年
の
は
じ
め
ご

ろ
で
あ
る
。
右
の
広
道
書
簡
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
に
書
か
れ
て
い

る。
広
道
は
相
変
わ
ら
す
‘
隆
正
と
は
何
ら
か
の
交
流
か
あ
る
よ
う
で
、
そ
の

消
息
に
通
し
て
い
た
，
し
か
し
、
こ
の
、
隆
正
の
伝
道
行
脚
の
失
敗
を
伝
え

る
書
簡
か
ら
受
け
取
る
印
象
は
‘
も
は
や
「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
か
書

い
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
「
か
の
風
に
て
は
当
今
異
船
の
中
杯
に
て
は
さ
も

あ
ら
ん
と
被
存
候
」
と
‘
隆
正
を
突
き
放
し
て
い
る
。
「
当
今
異
船
」
騒
動
の

た
め
‘
儒
者
国
学
者
を
問
わ
ず
そ
の
対
応
に
お
わ
れ
種
々
の
海
防
策
が
出
さ

01 
⑫
 

れ
て
い
る
。
広
道
の
海
防
策
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

と
に
か
く
「
か
の
風
に
て
は
」
、
つ
ま
り
隆
正
説
の
よ
う
で
は
‘
は
と
ん
ど
無

効
と
判
断
し
た
。
広
道
と
隆
正
と
の
、
い
ま
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
短
く
な
い
距
離
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
後
広
道
が
隆
正
に
触
れ
た
も
の
は
‘
今
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
。
ま

し
て
や
隆
正
側
に
そ
う
い
う
も
の
か
あ
る
の
を
仝
く
知
ら
な
い
。
お
そ
ら
く

こ
の
ま
ま
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
完
全
に
切
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
は
っ
き
リ
し
な
い
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
こ
ん
な
書
簡
が
あ
る
。
文
久
元
年
三
月
十
日
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

高
雅
宛
書
簡
（
井
上
編
前
掲
書
所
収
）
て
、
そ
の
中
に
、
「
先
日
伊
予
松
山
三

輪
田
元
綱
と
申
者
江
戸
へ
出
候
と
て
私
宅
へ
参
御
様
子
も
粗
承
申
候
」
と
あ

る
。
松
山
の
元
綱
か
、
江
戸
に
行
く
途
中
ま
す
備
中
宮
内
の
高
雅
を
訪
ね
‘

そ
れ
か
ら
大
阪
の
広
道
を
訪
ね
て
ぎ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
話
か
あ

っ
た
の
か
‘
詳
し
い
事
情
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
彼
か
隆
正
の
門
人

て
あ
っ
た
こ
と
、
翌
々
文
久
三
年
二
月
の
等
持
院
足
利
尊
氏
木
像
簗
首
事
件

に
際
し
、
同
し
隆
正
門
の
帥
岡
正
胤
ら
と
共
に
、
首
謀
者
の
一
人
て
あ
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
隆
正
と
の
か
す
か
な
つ
な
か
り
を
こ
ん
な
と

こ
ろ
に
見
い
だ
す
の
は
‘
う
か
ち
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

『
古
学
小
伝
』
の
「
誰
ヲ
師
ト
イ
フ

l
ナ
ケ
レ
ド
、
…
」
と
い
広
道
評
と
、

「
野
々
口
隆
正
随
身
の
人
」
と
い
う
松
田
直
愛
の
評
と
、
結
局
‘
と
ち
ら
か

本
当
の
広
道
像
に
近
い
の
か
。
け
れ
と
も
、
そ
う
い
う
二
者
択
一
は
、
本
当

は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
幕
末
期
の

混
沌
と
し
た
文
学
（
思
想
）
運
動
の
中
に
身
を
置
い
た
人
々
は
‘
い
い
意
味

で
も
悪
い
意
味
て
も
‘
き
わ
め
て
状
況
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
か

ら
。
し
か
し
何
は
と
も
あ
れ
、
以
上
か
、
[
(
広
道
は
）
国
学
を
大
国
降
正
に

学
ん
た
。
」
と
い
う
伝
記
的
記
述
に
対
す
る
‘
さ
し
あ
た
っ
て
の
「
但
し
書
ぎ
」

で
あ
る
。
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m
森
川
彰
「
萩
原
広
道
の
自
叙
伝
」
（
『
混
沌
」
第
八
号
）
に
、
十
四
オ
ま
で
の

未
完
の
「
自
叙
伝
」
の
翻
刻
と
解
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

②
拙
稿
「
萩
原
広
道
の
和
歌
」
（
「
国
文
論
叢
」
第
十
八
号
）
参
照
。

③
正
武
の
編
ん
だ
歌
集
に
は
‘
〈
恋
〉
の
歌
が
な
い
。
自
序
に
よ
れ
ば
、
「
正

武
、
父
隆
正
に
も
の
学
ぴ
す
る
を
り
／
＼
｀
、
紆
を
よ
む
と
き
実
情
を
な
う
し
な

ひ
そ
と
常
に
の
た
ま
ふ
に
つ
き
て
、
恋
歌
ハ
題
を
ま
う
け
て
よ
む
べ
き
わ
ざ
な

ら
ず
と
、
思
ふ
こ
こ
ろ
を
き
こ
え
し
か
ば
、
翁
も
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
」
と
あ

る
。
隆
正
の
了
承
の
も
と
に
〈
恋
〉
の
部
立
て
を
カ
ッ
ト
し
た
ら
し
い
。
広
道

は
本
文
に
引
い
た
書
簡
の
続
き
で
、
こ
の
点
に
ふ
れ
て
「
同
人
考
ハ
朱
学
者
の

や
う
な
る
見
解
と
見
え
申
候
」
と
批
判
し
て
い
る
。
隆
正
を
直
接
批
判
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

田
『
村
田
春
門
日
記
」
（
「
渡
辺
刀
水
集
三
」
所
収
）
の
天
保
五
年
四
月
二
十

日
の
条
に
「
今
井
維
清
来
、
此
度
上
方
遊
歴
存
立
、
一
柳
土
佐
守
殿
共
に
て
、

浪
華
迄
登
候
よ
し
、
為
暇
乞
来
、
改
名
い
た
し
野
々
口
正
作
隆
正
と
い
ふ
｀
…
」

と
あ
る
。
か
つ
て
の
師
•
春
門
の
と
こ
ろ
へ
「
暇
乞
」
に
来
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
「
一
柳
土
佐
守
殿
」
と
は
‘
播
磨
・
小
野
藩
主
の
こ
と
で
、
隆
正
が
す

ぐ
後
で
小
野
に
招
か
れ
藩
の
子
弟
の
教
育
を
託
さ
れ
る
の
も
、
江
戸
在
住
時
か

ら
の
因
縁
に
よ
る
ら
し
い
。
な
お
、
彼
の
年
譜
は
、
『
国
学
者
伝
記
集
成
」
（
第

二
巻
）
所
載
の
も
の
、
日
本
思
想
大
系
『
平
田
篤
胤
•
伴
信
友
•
大
国
隆
正
」

付
載
の
も
の
等
に
よ
っ
た
。

⑥
こ
の
点
に
関
し
て
、
水
田
紀
久
氏
が
、
広
道
の
富
永
仲
基
へ
の
傾
倒
を
指
摘

し
て
い
る
の
が
興
味
深
い

(
H

新
修
大
阪
市
史
第
四
巻
〈
近
世
II〉
J

)

。
と

い
う
の
も
、
広
道
の
注
釈
態
度
は
仲
基
の
”
加
上
“
説
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
“
加
上
“
説
に
つ
い
て
は
、
日
本
思
想
大
系
「
富
永
仲
甚
・
山
片

播
桃
」
の
水
田
氏
に
よ
る
「
解
説
」
参
照
。

⑥
拙
稿
「
直
養
と
広
道
ー
あ
る
幕
末
国
学
者
た
ち
の
交
流
」
（
「
日
本
文
学
』
第

四

0
巻
第
九
号
）
参
照
。

切
「
義
門
研
究
資
料
集
成
上
巻
』
所
収
。
な
お
、
森
田
康
之
助
『
伴
信
友
の

思
想
ー
本
居
宜
長
の
学
問
継
承
者
」
参
照
。

⑧
安
民
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
右
次
「
秋
元
秋
民
と
勤
皇
運
動
」
（
「
国
学

者
研
究
」
所
収
）
島
田
清
H

姫
路
藩
の
勤
皇
の
志
士
秋
元
安
民
と
山
崎
」
海
老

沢
尊
照
『
評
伝
秋
元
正
ー
秋
元
家
の
三
代
ー
』
な
ど
参
照
。

⑨
怪
正
に
従
っ
て
出
た
安
民
の
京
都
で
の
行
動
は
、
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な

い
。
た
だ
、
隆
正
の
主
催
し
た
天
保
十
二
年
三
月
十
六
日
の
歌
会
の
記
録
が
残

っ
て
い
て
、
そ
こ
に
、
「
隆
正
を
は
じ
め
、
岩
倉
具
集
、
岡
部
東
平
‘
隆
正
の
養

子
正
武
、
秋
元
安
民
な
ど
の
他
に
僧
侶
、
公
家
の
諸
大
夫
、
各
濡
溢
士
、
剣

工
、
商
家
の
婦
人
、
隆
正
の
家
族
ま
で
の
名
前
」
（
南
啓
治
「
大
国
隆
正
伝
補
遺

ー
思
想
学
問
確
立
を
中
心
に
ー
」
〈
「
近
世
国
学
と
そ
の
周
辺
j

所
収
〉
）
が
、
あ

る
と
い
う
。
安
民
の
消
息
が
か
ろ
う
じ
て
伺
え
る
。

⑩
島
田
清
前
掲
書
に
、
「
安
民
は
隆
正
の
許
し
を
得
て
、
そ
の
（
信
友
の
）
門
に

入
っ
た
。
」
と
あ
る
。
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
隆
正
に
勧
め
ら
れ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
た
だ
、
信
友
の
も
と
に
あ
っ
た
安
民
の
消
息
も
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い
。
広
道
は
、
西
田
直
養
の
「
神
璽
考
J

(
を
め
ぐ
る
論
争
）
を
評
し
た
『
神

璽
考
疑
傍
評
私
議
』
の
中
で
、
直
養
の
説
（
『
大
殿
祭
祝
詞
」
に
載
る
「
天
津
璽

乃
鏡
剣
」
と
い
う
表
現
中
の
「
乃
」
は
「
及
」
の
誤
り
だ
と
す
る
説
）
を
批
判

す
る
中
で
、
「
故
伴
氏
信
友
も
同
様
に
い
は
れ
た
る
よ
し
秋
元
安
民
の
談
話
に

聞
た
り
き
」
と
あ
っ
て
、
安
民
経
由
で
信
友
の
直
話
を
記
し
て
い
る
。
（
注
⑥
の

拙
稿
参
照
）
。
ま
た
、
大
鹿
前
掲
書
に
「
交
友
名
列
（
抄
）
」
が
付
載
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
「
弘
化
二
年
七
月
廿
一
日
初
見
」
と
あ
る
。
安
民
の
信
友
入
門

は
、
広
道
の
大
阪
移
住
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

仰
信
友
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
森
田
前
掲
書
を
は
じ
め
、
弥
富
破
摩
雄
•
横
山

重
校
訂
「
伴
信
友
家
集
j

所
載
の
「
伴
信
友
翁
小
博
」
（
弥
富
破
摩
雄
筆
）
な
ど
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を
参
照
。
年
譜
は
‘
川
瀬
一
見
・
大
鹿
久
義
編
『
伴
信
友
全
集

の
も
の
か
詳
し
い

⑫
広
道
の
藤
井
高
雅
宛
書
簡
（
弘
化
三
年
十
二
月
ト
一
日
付
。
井
上
編
前
掲
書

,plr
収
）
に
、
「
伴
信
友
翁
歿
去
さ
そ
御
承
知
可
被
成
‘
さ
て
さ
て
あ
た
ら
し
苔
事

に
て
御
座
候

(
J

歳
に
不
足
は
な
く
候
へ
と
も
壮
健
な
る
人
な
り
と
承
候
て
、
来

春
は
せ
ひ
上
京
対
談
可
仕
と
存
候
処
、
鬼
哭
之
至
御
庫
候
）
実
に
天
下
之
学
者

ぱ
し
ら
を
失
ひ
候
と
私
は
存
事
に
御
座
候
こ
と
あ
る
）
広
道
の
信
友
へ
の
傾
倒

ふ
り
か
よ
く
う
か
か
え
る
(
)

と
こ
ろ
て
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
‘
広
道
は
れ
愛
を
介
し
て
信
友
に
短
冊
を

贈
っ
た
わ
け
だ
か
、
そ
れ
か
信
友
と
の
交
流
の
最
初
て
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

と
い
う
の
も
、
弥
富
•
横
山
校
証
前
掲
書
に
信
友
の
「
交
友
名
簿
」
か
付
載
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
「
備
前
」
の
欄
に
「
藤
原
広
道
」
と
あ
る
か
ら
だ
。
広
道
か

[
藤
原
」
姓
を
改
め
「
荻
原
」
姓
を
名
乗
る
の
は
大
阪
に
来
て
か
ら
だ
か
ら
‘

信
友
と
の
「
交
友
」
は
、
す
て
に
備
前
岡
山
に
い
た
と
き
に
始
ま
っ
て
い
た
の

て
は
な
い
か

9
]

こ
の
名
簿
の
は
し
め
に
、
「
此
れ
は
伴
信
典
氏
寄
贈
の
材
料
を
基

に
し
て
、
更
に
増
訂
し
分
類
し
た
も
の
て
あ
る
。
通
称
、
名
、
号
あ
っ
て
‘
―

定
せ
ざ
る
は
‘
聞
各
馴
れ
た
も
の
に
隋
つ
た
ん
め
も
あ
IJ
、
又
不
明
で
あ
っ
た

為
め
も
あ
る
場
所
も
発
信
地
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
生
国
て
な
い
の
も
あ

る
。
」
と
の
校
訂
者
の
識
語
か
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ま
だ
備
前
岡
山
に
い
た
時
分

の
広
道
の
書
簡
（
ま
た
は
そ
の
控
え
）
か
伴
家
に
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
二
父

友
名
簿
」
に
「
備
前
藤
原
広
道
」
と
記
さ
れ
た
の
て
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
記
大

鹿
前
掲
書
の
「
交
友
名
列
」
に
も
‘
仏
道
の
名
は
出
る
か
、
「
荻
原
」
姓
て
あ

る
。
た
だ
し
大
壻
輿
味
深
い
こ
と
に
、
「
野
々
LJ
隆
正
紹
介
」
と
あ
る
(
,
注
⑩
て

少
し
触
れ
た
よ
う
に
‘
隆
lE
門
の
安
民
か
信
友
に
入
門
し
た
の
は
‘
隆
JE
の
紹

介
に
よ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
岡
山
に
あ
っ
た
広
道
も
隆
正
の
紹
介
に
よ
っ

て
信
友
と
の
「
交
友
」
関
係
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

別
巻
』
付
載

⑬
―
―
禾
幸
信
『
義
門
の
研
究
』
参
照
。
直
愛
の
名
は
、
近
藤
芳
樹
の
日
記
や
‘

加
納
諸
平
や
小
野
務
の
家
集
に
も
見
え
‘
中
島
広
足
『
橿
園
随
筆
』
な
ど
に
も

出
る
。

⑭

森

Jll
彰
「
荻
原
広
道
の
上
阪
」
(
[
混
沌
』
第
六
号
）
参
照
し

⑮
『
本
教
提
綱
』
の
成
立
等
に
つ
い
て
は
‘
森

III彰
「
本
教
提
綱
ー
そ
の
書
誌

|
」
（
『
混
沌
』
第
卜
号
）
か
詳
し
い
。
）

⑯
注
⑤
の
拙
稿
参
照
。

⑰
隆
正
の
「
本
教
運
動
」
か
と
の
程
度
の
ひ
ろ
か
り
を
も
っ
た
も
の
か
よ
く
わ

か
ら
な
い
か
、
広
道
と
の
か
か
わ
り
の
範
囲
で
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
か
あ

る。
広
道
の
安
政
二
年
二
．
月
十
几
日
付
の
池
辺
真
榛
宛
書
簡
（
前
掲
）
に
、
「
此
節

備
後
福
山
に
も
文
武
の
学
校
ー
号
は
誠
之
館
水
戸
老
公
の
御
扁
額
と
か
ー
建

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、

立
有
之
国
学
寮
を
第
一
位
に
被
致
候
て
野
生
が
旧
友
松
本
長
兵
衛
と
申
者
世

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
`
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

話
方
に
被
仰
付
候
由
何
卒
参
り
く
れ
と
申
越
候
へ
と
も
多
忙
故
謝
し
て
参
不

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、

申
候
。
大
分
盛
な
る
事
と
相
聞
へ
申
候
。
追
々
諸
方
に
此
体
の
挙
は
出
来
可
申

、
、
、
、
、
、
、

勢
ひ
に
聞
へ
申
候
。
先
々
何
に
し
て
も
少
快
に
は
至
申
候
。
」
と
あ
る
。
兼
甫
心

郎
『
福
山
藩
校
誠
之
館
』
に
よ
れ
ぱ
、
福
山
誠
之
館
は
、
安
政
元
年
九
月
に
布

工
し
、
翌
年
一
月
に
開
講
式
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
「
国
学
」
の
教
授
の
一
人

に
、
広
道
の
旧
友
松
本
長
兵
衛
（
良
遠
）
の
名
か
あ
る
。
そ
の
長
兵
衛
（
と
森

島
新
太
と
の
連
名
）
の
‘
「
本
学
四
科
論
」
と
称
す
る
上
申
書
が
、
『
広
島
県
史

近
世
資
料
編
VI
』
に
載
る
。
こ
の
上
由
書
は
ご
く
短
い
も
の
だ
が
、
そ
の
大
半

か
隆
正
説
を
書
苔
写
し
た
も
の
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
‘

こ
の
上
申
書
か
い
わ
ば
”
運
動
“
の
一
環
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
‘
最
後
の
次
の
部
分
に
あ
ぎ
ら
か
て
あ
ろ
う
。
例
え
ば
‘
本
文
中
に
引
い
た

隆
正
の
『
神
埋
一
貫
書
j

の
言
葉
に
照
応
す
る
と
こ
ろ
か
多
い
。

是
等
之
事
業
を
世
間
に
て
国
学
・
和
学
な
と
申
候
へ
共
あ
た
ら
ぬ
事
二
御
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座
候
‘
大
学
寮
御
座
候
時
代
に
は
郡
司
等
の
儒
学
を
稽
古
仕
候
所
を
国
学
と
申

候
事
に
て
‘
其
事
八
令
義
解
等
二
相
見
え
申
候
‘
皇
国
学
と
申
候
ヘ
ハ
そ
れ
に

紛
れ
不
申
候
へ
共
、
夫
も
猶
古
意
に
ハ
背
キ
可
申
候
、
古
事
記
に
神
典
を
本
教

と
申
候
事
御
座
候
、
そ
の
本
教
を
旨
と
し
て
学
ひ
申
候
事
故
。
本
学
と
申
候
事

よ
く
あ
た
り
候
様
二
奉
存
候
、
す
て
に
播
州
小
野
・
姫
路
、
石
州
津
和
野
等
の

学
館
に
て
八
本
学
と
叩
申
候
よ
し
承
及
申
候
‘
此
段
も
申
上
置
候

⑱

注

⑭

の

森

Ill
論
文
に
引
く
知
人
宛
の
書
簡
に
、
「
何
分
御
存
し
の
通
り
の
廃
人

に
て
御
奉
公
も
難
致
御
座
候
故
、
無
拠
当
春
よ
り
大
阪
へ
出
居
候
、
」
と
あ
る

C

⑲
南
啓
治
「
大
国
隆
正
『
や
ま
と
こ
こ
ろ
』
と
そ
の
批
判
」
（
前
掲
書
所
収
）
等
参

照
c

⑳
広
道
に
ま
と
ま
っ
た
海
防
策
の
著
述
は
な
い

C

書
簡
中
て
削
片
的
に
吐
露
し
て

い
る
も
の
か
い
く
つ
か
あ
る
の
と
、
安
民
の
海
防
策
の
著
作
『
伊
勢
の
浜
荻
』
（
大

阪
市
立
大
学
図
書
館
森
文
庫
蔵
）
の
頭
書
に
、
藤
井
高
雅
と
と
も
に
い
く
つ
か
ま

と
ま
っ
た
意
見
を
記
し
て
い
る
も
の
か
あ
る

C

そ
の
要
点
を
一
言
て
言
え
ば
、
「
…

尊
攘
論
一
般
が
暴
勇
空
論
に
走
る
趨
勢
に
鋭
い
批
判
を
投
じ
、
ま
す
現
実
の
急
務

は
国
防
力
の
養
成
、
し
か
も
そ
れ
は
『
出
材
之
根
源
』
す
な
わ
ち
経
済
的
裏
付
策

を
も
っ
た
国
防
力
の
養
成
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
‘
極
め
て
現
実
的
・
論

理
的
な
国
事
論
」
（
藤
井
駿
「
萩
原
広
道
と
藤
井
高
雅
（
大
藤
幽
隻
）
」
《
『
吉
備
地

方
史
の
研
究
』
所
収
》
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
.
[
か
の
風
」
の
中
身
に
つ
い
て
広
道
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
が
、
具
体
的
に
何

か
特
定
の
も
の
を
想
定
し
て
言
っ
た
の
て
は
な
さ
そ
う
だ
。
た
だ
し
本
文
に
も
記

し
た
よ
う
に
、
水
戸
斉
昭
に
献
上
し
た
『
文
武
虚
実
論
』
（
『
大
国
隆
正
全
集
』
第

一
巻
所
収
）
と
い
う
著
作
が
、
隆
正
に
あ
り
、
そ
の
最
後
（
第
六
章
）
に
‘
《
海
防
》

と
題
さ
れ
た
一
節
が
あ
る
。
そ
こ
に
例
え
ば
、
外
国
が
日
本
に
攻
め
来
る
の
は
‘

不
具
に
生
ま
れ
つ
い
た
た
め
国
外
へ
流
さ
れ
た
長
子
・
「
ヒ
ル
コ
（
の
”
あ
ら
み
た

ま
＂
）
」
の
、
「
末
子
の
大
八
島
に
世
を
と
ら
れ
た
る
う
ら
み
」
の
た
め
だ
、
と
い
う

風
な
こ
と
か
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
念
の
入
っ
た
こ
と
に
‘
隆
正
は
‘
「
濡
学
者
・

簡
学
者
に
は
、
さ
こ
そ
解
し
か
た
ぎ
論
な
ら
め
。
神
道
の
経
奥
を
つ
く
し
た
る
論

な
れ
ば
、
し
る
ひ
と
は
し
る
ぺ
し
。
」
と
居
直
っ
た
よ
う
な
注
釈
も
つ
け
加
え
て
い

る
t
)

例
の
隆
正
流
で
あ
っ
て
、
広
道
の
言
う
「
か
の
風
」
の
指
し
て
い
る
内
容

は
‘
こ
れ
に
近
い
だ
ろ
う
。
隆
正
の
海
防
策
は
‘
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
方
策
、
例

え
ば
‘
武
士
を
城
下
町
か
ら
海
岸
に
移
住
さ
せ
敵
の
上
陸
に
備
え
よ
‘
と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
以
上
て
は
な
い
-
'（

大
阪
府
立
豊
中
高
校
）
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