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幸
川
露
伴

「
蒲
生
氏
郷
」
論

語
り
出
し
の
問
題
ー
＇
歴
史
叙
述
の
二
つ
の
時
間

い
か
な
る
歴
史
叙
述
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
叙
述
行
為
か
な
さ
れ
る
時

間
と
叙
述
さ
れ
る
内
容
の
時
間
か
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
往
々
建
前
と
し
て

慇
畝
さ
れ
る
が
、
そ
の

h
在
自
体
は
不
口
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
当
た
り
前

の
こ
と
を
言
う
の
は
‘
幸

m露
伴
作
『
蒲
生
氏
郷
』
（
大
正
十
四
年
九
月
）

が
、
こ
の
時
間
の
二
重
性
を
つ
と
め
て
明
ポ
的
に
露
星
さ
せ
る
形
で
出
発
し

て
い
る
点
が
往
目
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
き
い
者
や
強
い
者
は
か
り
か
必
ず
し
も
人
の
注
意
に
値
す
る
繹
で

は
無
い
。
小
さ
い
弱
い
平
々
凡
々
の
者
も
中
々
の
仕
事
を
す
る
。
（
中

略
）
。
蝿
と
い
へ
ば
下
ら
ぬ
者
の
上
無
し
で
、
漢
の
班
固
を
し
て
、
青

蝿
は
肉

itを
好
ん
で
溺
れ
死
す
る
こ
と
を
致
す
、
と
笑
は
し
め
た
程
の

者
で
あ
る
が
、
（
中
略
）
其
の
迩
へ
ば
逃
け
、
逃
げ
て
は
復
梨
ま
る
さ

ま
は
‘
片
倉
小
十
郎
を
し
て
こ
れ
を
天
下
の
兵
に
擬
へ
て
、
流
石
の
伊

達
政
宗
を
し
て
首
を
挽
し
て
兎
も
角
も
戦
臣
秀
吉
の
陣
に
参
候
す
る
に

至
る
だ
け
の
料
簡
を
定
め
し
め
た
。
微
物
凡
物
も
亦
足
の
如
く
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

本
よ
り
微
物
凡
物
を
軽
ん
す
べ
き
で
は
無
い
。
そ
こ
で
今
の
人
が
好
ん

川

西

冗

で
微
物
凡
物
、
云
ふ
に
足
ら
ぬ
や
う
な
も
の
、
下
ら
ぬ
も
の
の
上
無
し

と
い
ふ
も
の
を
談
話
の
材
料
に
し
た
り
、
研
究
の
対
象
に
す
る
の
も
‘

ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
い
。

「
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
い
」
な
ど
と
広
い
な
が
ら
、
「
蚤
の
や
う
な
男
、
風

の
や
う
な
女
か
何
様
致
し
た
、
彼
様
仕
っ
た
」
と
、
当
時
の
私
小
説
を
冷
や

か
す
ら
し
い
言
葉
が
こ
れ
に
続
く
。
ま
た
「
古
い
人
を
新
ら
し
く
捏
匝
し
て
‘

何
の
拠
り
所
も
な
く
自
分
勝
手
の
絲
を
栢
気
筋
に
引
張
り
ま
は
し
て
変
な
牽

つ
り
に
ん
ぎ
ょ
う

絲
愧
儡
を
働
か
せ
、
芸
術
家
ら
し
く
乙
に
す
ま
す
」
と
い
う
発
言
に
は
誰

し
も
芥
川
あ
た
り
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
が
、
ま
ず
見
た
い
の
は
こ
う
し
た
文

学
状
況
を
一
端
に
含
む
語
り
手
の
所
属
す
る
〈
今
〉
に
関
わ
る
叙
述
と
、
歴

史
内
容
と
の
間
の
連
続
さ
れ
る
様
子
で
あ
る
。
引
用
部
で
は
蝿
か
ら
の
連
想

で
政
宗
家
臣
片
倉
小
十
郎
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
、
「
微
物
凡
物
も
軽
ん
ず
べ

き
で
は
無
い
」
こ
と
か
ら
、
〈
今
〉
の
人
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
連
鎖

的
に
接
続
さ
れ
る
形
式
の
中
で
、
大
止
十
四
年
と
い
う
語
り
手
に
と
っ
て
の

〈
今
〉
と
、
歴
史
的
時
間
と
が
自
由
に
往
還
さ
れ
る
言
説
で
あ
る
。
こ
れ
は

〈
今
〉
を
川
発
点
に
置
く
語
り
出
し
方
か
強
く
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
特
徴
と

対
応
し
よ
う
。
例
え
は
「
今
が
あ
な
が
ち
太
平
の
世
で
も
な
い
」
と
語
り
出
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さ
れ
た
段
落
は
‘
「
永
禄
、
元
亀
、
天
止
の
頃
は
‘
と
て
も
今
の
者
が
想
像

で
き
る
や
う
な
牛
優
し
い
世
で
は
無
か
っ
た
」
と
い
う
戦
国
の
「
何
も
彼
も

滅
茶
々
々
」
な
時
代
に
読
者
を
導
き
、
他
人
の
上
蔵
を
口
約
束
で
賭
け
物
に

す
る
ひ
ど
い
博
打
の
話
（
『
挫
塚
物
語
』
）
や
、
そ
れ
と
拮
抗
す
る
よ
う
に
し

た
た
か
な
民
衆
の
態
度
を
話
題
に
す
る
。
〈
今
〉
か
ら
滑
り
出
す
形
で
蒲
生

氏
郷
の
〈
頃
〉
は
語
り
出
さ
れ
て
い
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

現
に
今
語
ら
う
と
す
る
蒲
生
氏
郷
は
‘
豊
臣
秀
吉
即
ち
当
時
の
‘
玉
権
執

行
者
の
命
に
よ
り
て
奥
羽
鎖
護
の
任
を
帯
び
て
居
た
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
葛
西
大
崎
の
地
に
一
揆
か
起
つ
て
、
そ
の
地
の
領
主
木
村
父

f
を

佐
沼
の
城
に
囲
ん
だ
。
そ
こ
で
氏
郷
は
こ
れ
を
援
け
て
一
揆
を
鎮
圧
す

る
た
め
に
軍
を
率
い
て
出
張
し
た
が
、
途
中
の
宿
々
の
牒
民
共
は
‘
宿

も
借
さ
な
け
れ
ば
薪
炭
な
ど
与
う
る
便
宜
を
も
峻
拒
し
た
。
こ
れ
等
は

伊
達
政
宗
の
領
地
で
、
政
宗
は
裏
面
は
兎
に
角
‘
表
面
は
氏
郷
と
共
に

一
揆
鎮
圧
の
軍
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
正
の
〈
今
〉
か
ら
犬
正
の
〈
頃
〉
に
移
行
し
て
い
く
語
り
出
し
は
‘

歴
史
叙
述
の
基
点
が
あ
く
ま
で
語
り
手
に
あ
る
こ
と
を
形
式
上
表
明
す
る
。

基
点
性
は
〈
今
•
こ
こ
〉
の
現
場
性
で
ま
さ
に
語
ろ
う
と
す
る
、
王
体
の
側
に

あ
っ
て
、
彼
に
物
語
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
歴
史
は
立
ち
現
れ
て
い
る
。

細
か
い
こ
と
を
語
る
人
は
今
少
な
く
無
い
。
で
、
別
に
新
し
い
発
見
や

な
ん
ぞ
が
有
る
澤
で
は
無
い
が
、
た
ま
の
事
で
あ
る
か
ら
、
沸
つ
た
世

、
、
、
、

の
巨
人
が
何
様
な
も
の
だ
っ
た
か
と
観
た
り
語
っ
た
り
し
て
も
‘
悪
く

は
あ
る
ま
い
。
蝿
の
事
に
就
い
て
今
挙
げ
た
片
倉
小
十
郎
や
伊
達
政
宗

に
関
連
し
て
、
天
正
十
八
年
、
陸
奥
出
羽
の
鎮
護
の
大
任
を
負
は
さ
れ

た
渾
生
氏
輝
を
中
心
ど
ず
る
。

細
か
い
こ
と
を
語
る
他
の
今
の
人
と
は
違
い
‘

過
去
の
「
巨
人
」
で
あ
る

氏
郷
に
つ
い
て
「
夜
涼
の
縁
側
に
団
扇
を
揮
つ
て
放
談
す
る
と
い
ふ
格
で
語

ら
う
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
語
り
手
の
顔
つ
き
・
身
体
つ
き
を
想
起
さ
せ
る
物

語
る
態
度
の
表
明
も
時
間
的
二
重
性
の
明
示
化
と
い
う
事
態
！
と
対
応
し
て
い

る
。
連
想
か
ら
滑
り
出
す
語
り

n
は
作
中
一
貰
し
て
現
れ
る
か
ら
、
後
に
な

っ
て
も
例
え
ば
政
宗
や
氏
郷
の
立
派
さ
を
述
べ
る
く
だ
り
で
、
思
い
出
し
た

よ
う
に
当
世
の
若
者
の
ふ
か
い
な
さ
に
と
ば
っ
ち
り
が
行
く
。
こ
れ
は
「
今

の
若
い
者
」
に
過
去
の
武
将
の
よ
う
に
強
く
牛
各
る
よ
う
挑
発
す
る
語
り
手

で
あ
る
。
こ
の
愛
情
込
め
て
叱
咤
激
励
す
る
態
度
は
‘
彼
ら
に
対
し
て
人
生

の
先
達
と
し
て
の
も
の
、
つ
ま
り
〈
老
大
家
〉
露
伴
そ
の
人
の
姿
に
重
ね
合

わ
さ
れ
る
こ
と
か
予
定
さ
れ
た
人
物
と
し
て
仮
構
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
最
初
に
確
認
し
た
い
の
は
‘
こ
こ
で
立
ち
現
れ
る
天
正
の

〈
頃
〉
が
、
い
か
な
る
時
代
と
し
て
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

今
の
引
用
に
「
沸
っ
た
世
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
‘
煮
え
沸
る
湯
の
イ
メ
ー
ジ

が
そ
こ
に
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
徽
菌
の
う
よ
っ
く
に
最
も
適
し
た

ナ
マ
ヌ
ル
の
湯
の
や
う
な
時
」
や
「
冷
く
て
活
気
の
乏
し
い
水
の
や
う
な

代
」
と
い
う
他
の
水
イ
メ
ー
ジ
と
対
比
的
に
使
わ
れ
て
い
た
。
露
伴
は
水
に

②
 

対
し
殆
ど
原
初
的
感
情
に
近
い
強
烈
な
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
作
家

の
想
像
力
の
基
層
的
フ
レ
ー
ム
の
―
つ
だ
っ
た
と
云
っ
て
良
い
。
作
中
何
度

も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
時
代
イ
メ
ー
ジ
は
「
何
れ
も
是
れ
も
「
力
の
発
動
」

に
任
せ
ら
れ
て
ゐ
た
枇
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
沸
騰
す
る
湯
に
お
い
て

水
の
分
子
が
激
し
く
運
動
・
衝
突
し
熱
を
帯
び
て
い
る
よ
う
な
時
代
な
の
で

あ
る
。も

ち
ろ
ん
秀
吉
を
「
実
に
混
乱
か
ら
整
理
へ
と
急
い
で
、
臀
へ
ば
乱
れ
垢

づ
い
た
髪
を
歯
の
疎
い
丈
夫
な
櫛
で
ゴ
シ
／
＼
と
掻
い
て
整
へ
揃
へ
て
行
く

や
う
な
こ
と
を
し
た
人
」
と
評
す
る
作
家
は
‘
天

IE
期
が
戦
国
の
終
焉
を
迎

- 45 -



え
つ
つ
あ
る
時
で
あ
っ
た
点
も
承
知
し
て
い
る
。
豊
臣
政
権
の
天
下
統
一
の

ま
さ
に
遂
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
近
世
へ
の
転
換
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
推
し
進
め
ら
れ
た
の
は
石
高
知
行
制
と
い
う
統
一
原
理
に
よ
る
全
国
支
配

で
あ
り
、
そ
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
兵
農
分
離
策
て
あ
る
。
前
者
を
悲
礎

づ
け
た
の
が
太
閤
検
地
、
後
者
の
具
体
的
現
れ
が
刀
狩
令
で
あ
っ
た
。
作
中

で
は
こ
の
ど
ち
ら
も
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
敢
え
て
語
ら
れ
な
い
も
の
だ

ろ
う
。
今
一
般
論
レ
ベ
ル
で
確
認
で
き
る
の
は
、
作
品
の
主
舞
台
と
な
っ
た

奥
羽
が
、
い
わ
ば
〈
最
後
の
戦
国
〉
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
い
ま
だ
分
国

的
な
独
立
性
の
強
い
統
治
の
な
さ
れ
て
い
た
後
進
地
の
土
豪
勢
力
に
と
っ
て
‘

天
ド
統
一
事
業
の
進
展
は
、
自
ら
の
自
立
的
村
洛
支
配
を
否
定
す
る
も
の
と

映
っ
た
の
だ
っ
た
。
先
立
つ
九
州
半
定
や
本
作
の
奥
羽
平
定
か
土
豪
屑
の
一

揆
の
抵
抗
に
あ
っ
た
の
は
‘
か
く
な
る
杜
会
構
磁
的
背
景
に
よ
る
。

自
由
な
滑
り
出
し
の
連
想
結
合
で
織
り
な
さ
れ
る
本
作
は
、
作
為
の
狼
跡

を
見
事
に
消
去
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
の
引
用
に
氏
郷
奥
羽
鎮
護
の
任

に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
「
兎
も
角
も
」
秀
吉
側
に
つ
い
た
政
宗
が

「
裏
面
は
兎
に
角
、
表
面
は
」
氏
郷
と
共
に
一
揆
を
鎮
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
っ
た
風
の
、
彼
の
ド
心
を
は
の
め
か
す
言
葉
か
あ
っ
た
。
つ

ま
り
こ
の
一
見
放
談
的
に
戦
国
の
世
の
有
様
を
語
る
過
程
の
中
で
、
さ
り
げ

な
く
政
宗
・
氏
郷
の
奥
羽
で
の
対
立
関
係
を
賠
示
す
る
配
置
か
な
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
律
儀
で
峻
厳
な
氏
郷
と
不
気
味
に
し
た
た
か
な
政
宗
と
い
う

二
つ
の
「
火
の
玉
だ
ま
し
ひ
」
の
好
取
組
を
中
心
軸
に
展
開
す
る
作
品
の
種

子
が
、
こ
こ
に
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

連
環
す
る
時
間
構
成

次
に
作
品
の
時
間
構
成
の
分
析
か
ら
、
巨
視
的
な
見
通
し
を
与
え
る
作
業

を
試
み
よ
う
。
「
蒲
生
氏
郷
を
中
心
ど
ず
な
」
と
心
旦
言
は
さ
れ
た
も
の
の
、

実
際
に
氏
郷
が
中
心
に
な
る
の
は
叙
述
が
か
な
り
進
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
政

宗
・
氏
郷
の
両
役
者
か
揃
う
ま
で
、
本
文
は
小
田
原
の
陣
の
周
囲
を
巡
り
展

開
す
る
。
「
周
囲
を
巡
り
」
と
云
っ
た
の
は
‘
こ
の
陣
に
つ
い
て
作
中
何
度

か
そ
の
名
が
あ
が
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
殆
ど
何
も
語
ら
れ
な
い

た
め
だ
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
を
物
語
る
こ
と
は
事
象
を
選
択
し
、
除
外
す
る
事

で
も
あ
る
か
ら
、
叙
述
者
の
モ
チ
ー
フ
と
関
係
が
薄
い
際
、
省
略
や
要
約
化

が
な
さ
れ
る
の
は
常
の
こ
と
で
は
あ
る
。
小
田
原
の
陣
が
語
ら
れ
な
い
の
も
‘

直
接
に
は
両
者
の
対
立
の
中
心
プ
ロ
ゾ
ト
に
爪
要
で
な
い
か
た
め
だ
ろ
う
°

だ
が
そ
れ
は
た
だ
そ
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

既
述
の
秀
古
を
櫛
に
喩
え
る
箇
所
で
「
と
こ
ろ
が
結
ぼ
れ
た
毛
の
一
卜
か

た
い
は
い

た
ま
り
引
ノ
コ
抜
い
て
終
へ
、
と
天

F
整
理
の
大
柿
の
下
に
四
十
五
箇
国
の

兵
を
率
ゐ
て
攻
下
っ
た
の
が
小
田
原
の
陣
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
そ
の
名
が
出

た
後
、
す
ぐ
に
話
題
は
政
宗
に
移
り
|
八
歳
で
の
家
督
相
続
の
こ
と
を
語
っ

て
「
そ
れ
か
ら
、
十
九
、
二
十
‘
―
-
+
-
、
二
十
二
、
二
十
三
、
二
十
四
ど
‘

、
、
、
、
、
、
、
、

今
年
天
圧
の
卜
八
年
ま
で
六
年
の
間
に
」
云
々
と
続
い
て
い
る
。
注
六
息
し
た

い
の
は
小
田
原
の
名
の
後
に
「
今
年
」
と
云
う
時
間
基
点
を
示
す
言
葉
が
置

か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
小
田
原
の
陣
」
は
歴
史
内
容
の
時
間
基

準
と
い
っ
て
良
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
こ
の
〈
語
ら
れ
な
さ
〉
の
度

合
い
は
い
か
に
も
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
は
す
で
あ
る
。

小
田
原
の
配
酒
の
様
子
は
時
間
構
成
の
整
埋
で
観
察
可
能
と
な
る
。
次
の

〈表

1
〉
を
見
て
貰
い
た
い
。
こ
こ
で
事
件
は
時
間
構
成
と
関
連
の
深
い
も

の
の
み
を
選
ん
だ
。
歴
史
内
容
が
時
間
的
に
遡
り
語
ら
れ
る
箇
所
で
の
後
説

法
的
基
準
、
つ
ま
り
事
件
の
歴
史
的
展
開
の
時
間
序
列
の
切
断
面
で
分
節
化

し
た
場
合
、
作
品
の
構
成
要
素
を
七
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
見
倣
す
こ
と
が
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く表 1〉

全集頁西暦／月1日 事件内容

9 ・〈 l〉枕

一

↓ 193 1590/3/18 政宗と景綱。蝿の逸話。 )~ 

↓ 197 1590/10/ 葛西大崎一揆。

↓ 197 1590/11/8-17 伊達領通過。 1民の冷遇に逢うl’’ 

△ 199 1590/3-7/ 小川原の陣

〈2〉政宗登場、その生い立ち

・199 1584/12 政宗家督相続（十八歳）など

〈3〉北条家の由来と盛衰

・201 1491/ 北条早雲伊豆に人る

/4/末 麦飯の炊き

△ 203 1590/3-7/ 小田原の陣

〈4〉政宗小田原参陣まで

・203 1584 / 4/以降 正宗の秀吉との交渉始まる

↑ 213 1590/3/18 政宗と景綱。蝿の逸話。） ． 
・213 1590/6/5 J卜宗小田原梢。底介蟄居

△ 217 1590/7/6 小田原の陣（開城）

〈5〉氏郷登場

・218 1590/8/9 秀吉会津に入る

▲ 219 1590/8/17 秀吉氏郷を会津に封ずる

く6〉氏郷の生い立ちとその人物

・223 1556/ 氏郷出生

↓ 234 1592/ 

↓ 234 . 1595/2/7 

↓ 234 1592/ 

秀古朝鮮出兵。氏郷卜点（紀行）

武将の風流。辞世の句のこと 一
武行の風流。氏郷紀行文のこと］

く7〉氏郷政宗の対立から氏郷の死まで

▲ 236 1590/8/17 秀吉氏郷を会津に封ずる

↑ 242 1590/10/ 葛 西大 崎一揆。

伊達領通過。土民の冷遇に逢うl→一→

九戸の乱

↑ 258 1590/11/8-17 

・282 1591/4/夏頃

秀吉朝鮮出兵。氏郷上洛

：； ： 里： の句 ~ ~ 已し1、子）て ]-

↑ 289 1592/ 

↑ 289 1592/ 

↑ 292 1595/2/7 

△▲：結び目機能を有する場所提示 ／ ↓ : 先説 ↑ ：↓ を受ける再説
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出
来
る
。
そ
の
包
含
関
係
を
太
線
で
左
端
に
小
し
た
。
例
え
は
〈

3
〉
北
条

家
に
関
す
る
叙
述
は
、
政
宗
の
登
場
(
〈
2
〉
)
か
ら
参
陣
(
〈
4
〉
)
ま
で
の

シ
ー
ク
エ
ン
ス
（
以
下
〈
2
下

4
〉
と
記
述
）
に
割
り
込
み
、
言
説
上
は
包

含
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
問
題
の
小
田
脱
は
△
で
示
し
た
よ
う
に
各
要
素
の
緊
ぎ
目
に
置
か
れ

て
あ
る
。
戦
国
の
ひ
ど
い
世
に
対
す
る
評
語
や
早
雲
以
来
の
北
条
家
史
へ
の

脱
線
か
ら
、
話
を
本
筋
に
戻
す
所
に
現
れ
て
い
る
そ
れ
は
、
い
わ
ば
話
題
を

連
結
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
結
び
目
と
し
て
機
能
す
る
場
所

と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
。

露
伴
を
「
強
烈
な
空
間
感
覚
を
具
え
た
作
家
」
と
評
し
た
の
は
篠
田
一
士

で
あ
る
。
問
題
は
場
所
に
関
わ
る
た
め
、
こ
の
小
田
原
の
機
能
面
を
確
か
め

る
た
め
有
効
な
の
は
‘
一
種
の
空
間
図
式
性
の
中
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の

付
置
づ
け
を
俯
眼
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
火
の
玉
」
の
喩
え
に
従
っ
て
人
物

は
円
で
示
す
。
そ
の
大
き
さ
は
氏
郷
·
政
宗
•
小
田
椋
家
そ
れ
ぞ
れ
が
中
心

的
に
語
ら
れ
る
叙
述
鼠
の
大
小
で
段
階
づ
け
る
。
さ
ら
に
先
に
示
し
た
包
含

関
係
に
沿
い
つ
つ
、
小
田
原
を
結
び

H
に
置
く
形
で
空
間
的
に
反
映
さ
せ
れ

ば
、
い
わ
は
時
間
構
造
を
空
間
方
向
に
射
影
し
た
も
の
に
相
当
す
る
、
次
の

〈図

1
〉
が
獲
得
さ
れ
る
。

こ
こ
に
「
い
つ
ま
で
奥
羽
の
邊
邸
に
鬱
々
と
し
て
蝠
居
し
よ
う
や
、
時

を
得
、
機
に
乗
じ
て
、
奥
州
駒
の
蹄
の
下
に
天
下
を
蹂
躙
し
て
く
れ
よ
う
」

と
野
望
を
抱
き
南
下
を
目
指
す
、
戦
田
性
を
具
体
的
に
象
徴
化
し
た
人
物
で

あ
る
政
宗
の
力
（
↓
M
)
と
、
そ
れ
を
阻
止
し
押
し
戻
そ
う
と
す
る
統
一

権
力
を
代
入
す
る
氏
郷
の
力
（
↓
U
)
を
愁
定
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
本
文

で
器
鼠
の
大
き
さ
が
強
調
さ
れ
る
氏
郷
、
そ
れ
と
張
り
合
い
押
さ
れ
る
政
宗

と
い
う
作
品
内
容
が
、
こ
の
空
間
図
式
に
一
致
す
る
。
あ
た
か
も
人
物
の
エ

L
-

‘、,_—ー小田原

（北条家）

／
向

ィ
方行進

48 -

伊達政宗

ネ
ル
ギ
ー
量
か
、
叙
述
の
分
量
に
賠
示
さ
れ
て
い
る
が
如
苔
で
あ
る
。
作
品

空
間
を
ニ
カ
の
ぶ
つ
か
る
場
と
見
な
す
こ
と
で
、
登
場
人
物
群
の
運
動
を
カ

学
法
則
的
モ
デ
ル
で
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
舞
台
の
進
行
過
程
を
↓
U
の

強
大
さ
に
よ
っ
て
、
小
田
椋
か
ら
会
津
、
葛
西
大
崎
、

JL
戸
へ
と
北

L
し
て

い
く
様
子
と
見
倣
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
小
田
椋
は
出
発
点
に
お
け
る
激
突

の
中
心
に
あ
る
。
い
わ
ば
氏
郷
政
宗
の
因
縁
が
成
立
し
、
二
者
の
対
立
の
ダ

イ
ナ
ミ
ス
ム
を
発
動
さ
せ
る
た
め
に
要
求
さ
れ
た
場
所
な
の
だ
と
云
え
る
。

＜図1>
→ → 
U>M 



も
ち
ろ
ん
話
が
本
筋
に
戻
る
際
に
空
間
性
が
改
め
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
〈
表

1
〉
に
▲
で
示
し
た
会
津
も
〈

7
〉

部
の
冒
頭
「
さ
て
話
は
前
へ
戻
る
」
と
あ
る
後
で
、
氏
郷
の
会
津
拝
領
が
再

説
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
会
津
で
の
逸
話
が
続
い
て
い
た
。
灼
し
て

小
田
原
の
方
は
何
も
語
ら
れ
す
に
、
—
―
一
度
目
の
登
場
の
時
「
小
田
原
は
果
し

て
手
強
い
手
向
ひ
も
せ
ず
、
埒
も
無
く
軍
気
が
出
喪
し
て
'tJ
ら
保
て
な
く
な

り
、
終
に
開
城
す
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
」
と
さ
れ
て
早
々
に
舞
台

を
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
う
。
物
語
内
容
は
そ
れ
を
中
心
に
置
く
か
の
よ
う
に
進

行
し
な
が
ら
、
物
語
言
説
と
し
て
は
無
視
さ
れ
て
い
る
格
好
な
の
だ
っ
た
。

歴
史
は
叙
述
者
の
関
心
や
思
惑
に
左
右
さ
れ
る
。
例
え
ば
大
正
九
年
の

『
平
将
門
』
で
、
将
門
が
夙
に
謀
反
の
心
を
抱
い
て
い
た
と
さ
れ
る
の
は

、
、
、
、

『
神
皇
正
統
記
]
に
よ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
「
正
統
記
の
作
者
は
皇
室
尊
崇

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
忠
篤
の
念
に
よ
っ
て
彼
の
著
述
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
将
門
如
苔
は
出

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

来
る
だ
け
筆
墨
の
力
に
よ
つ
て
封
治
し
て
置
き
た
い
餘
り
に
、
深
く
事
実
を

考
ふ
る
に
及
ば
す
し
て
書
い
た
の
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
露
伴
自
身
意
識
す
る
所
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
思
考
に
即
す
る
な
ら
、
こ

の
扱
い
が
当
時
小
田
原
の
主
人
だ
っ
た
北
条
家
に
対
す
る
評
価
と
連
動
し
て

い
た
予
想
を
荘
起
さ
せ
る
。
「
手
製
の
萬
八
」
は
無
遠
慮
に
加
え
な
い
立
場

に
立
つ
作
家
は
事
実
の
捏
造
は
し
な
い
。
だ
が
そ
の
代
わ
り
に
要
約
す
る
の

で
あ
る
。
北
条
家
に
つ
い
て
述
べ
る
〈

3
〉
は
、
北
条
早
雲
伊
豆
入
り
以
来

百
年
の
こ
と
を
た
っ
た
二
頁
で
語
る
要
約
化
の
甚
だ
し
い
一
目
説
な
の
だ
っ
た
。

語
り
手
の
初
代
早
雲
へ
の
評
価
は
高
い
が
、
当
代
の
氏
政
（
正
確
に
は
す
で

に
隠
居
）
に
対
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。

で
、
早
雲
は
好
か
っ
た
が
、
其
後
氏
綱
、
氏
康
‘
こ
れ
も
先
づ
好
し
、

氏
康
の

f
の
氏
政
に
至
っ
て
は
世
襲
財
産
で
鼻
の
下
の
穴
を
埋
め
て
居

る
先
生
で
、
褒
の
炊
ぎ
方
を
知
ら
な
い
で
信
玄
に
お
坊
ッ
ち
ゃ
ん
だ
と

笑
は
れ
た
。
下
女
が
乱
暴
に
焚
付
を
作
る
こ
と
ま
で
知
っ
た
長
氏
に
起

つ
て
、
生
の
姿
を
匝
に
炊
け
る
も
の
だ
と
思
っ
て
ゐ
た
氏
政
に
至
っ
て
、

も
う
豚
は
あ
か
っ
た
。
唆
の
炊
き
や
う
も
知
ら
な
い
分
際
で
、
台
所
奉

行
か
ら
出
世
し
た
関
白
と
太
J
J
打
が
出
来
る
も
の
で
は
無
い
。
関
白
が

度
々
上
洛
を
勧
め
た
の
に
、
悲
し
い
こ
と
だ
、
お
坊
さ
ん
殻
威
張
り
で
、

弓
矢
で
こ
い
な
ぞ
と

1

ぶ
つ
た
か
ら
堪
ら
な
い
。

叙
述
者
の
価
仙
観
は
何
を
選
び
、
ど
う
配
置
す
る
か
に
反
映
す
る
。
早
雲

が
下
女
の
不
始
末
の
よ
う
な
細
か
い
点
ま
で
心
が
行
苔
届
い
た
（
『
北
条
五

代
記
』
）
と
い
う
始
柑
ら
し
い
見
上
げ
た
様
子
を
示
す
逸
話
と
、
麦
の
炊
き

方
も
知
ら
な
い
（
『
甲
賜
軍
艦
』
）
お
坊
ち
ゃ
ん
化
し
た
子
孫
の
逸
話
と
が
連

続
し
て
語
ら
れ
る
。
百
年
間
で
の
家
の
衰
え
か
決
定
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
る

配
憤
で
あ
り
、
〈
た
ぎ
り
た
っ
た
世
〉
に
は
〈
生
ヌ
ル
〉
化
し
た
こ
の
家
は

滅
び
て
当
然
だ
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。
ま
た
引
用
部
が
前
節
指
摘
し
た
ふ
が

い
な
い
若
者
を
挑
発
す
る
声
と
エ
コ
ー
し
て
い
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
だ
ろ

う
。
氏
郷
な
ど
の
「
火
の
玉
だ
ま
し
ひ
」
と
対
照
的
な
、
取
る
に
足
ら
な
い

「
生
ヌ
ル
だ
ま
し
ひ
」
の
代
表
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
小
田
原
は
‘
氏
郷

・
政
宗
を
関
係
づ
け
る
た
め
の
空
洞
化
さ
れ
た
中
心
と
し
て
の
場
だ
っ
た
。

北
条
家
は
役
者
が
揃
い
、
そ
の
活
躍
の
場
を
提
供
す
る
た
め
の
出
汁
に
使
わ

れ
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
た
の
は
通
常
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
の
と
大
差
な
い
観
点
か

ら
の
分
析
だ
っ
た
。
も
う
一
度
〈
表

1
〉
を
見
よ
う
。
実
は
本
作
に
お
け
る

特
徴
的
と
い
っ
て
よ
い
仕
掛
け
は
、
話
題
の
連
想
的
飛
躍
の
形
で
配
置
さ
れ

た
逸
話
が
、
後
の
事
件
に
対
す
る
先
説
法
的
機
能
を
持
つ
点
に
あ
る
。
こ
の

甚
準
に
合
致
す
る
先
説
言
説
を
↓
で
、
ま
た
通
常
進
行
の
叙
述
で
再
び
現
れ
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る
箇
所
を
↑
で
示
し
た
。
右
端
に
細
線
で
示
し
た
の
が
そ
の
対
応
関
係
で
あ

る
。
上
述
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
環
と
別
の
環
が
形
成
さ
れ
、
ニ
―
JL
的
な
時
間

構
成
を
な
す
様
子
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
言
説
操
作
に
お
い
て
仮
想
的
に

現
れ
る
環
で
あ
る
。
左
右
を
対
照
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
‘
両
者
は
見
事
な

相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
〈
1
〉
ー
〈
2
了

4
〉
、
〈
6
〉
ー
〈

5
]

7
〉
と
い
う
よ
う
に
、
逸
話
中
に
配
置
さ
れ
た
先
説
（
前
振
り
）
は
、
後
の

シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
組
み
込
ま
れ
る
。
―

-Hi
の
環
が
互
い
に
ズ
レ
つ
つ
重
な
り

合
う
こ
と
で
緊
密
な
鎖
状
構
造
か
な
さ
れ
る
わ
け
だ
。
作
品
全
体
は
前
半
政

宗
・
後
半
氏
郷
中
心
の
二
つ
の
大
シ
ー
ク
エ
ン
ス
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
、
こ

の
操
作
は
両
者
が
別
個
の
叙
述
で
あ
る
印
象
を
拭
い
去
り
、
全
体
を
有
機
的

統
一
休
に
織
り
な
す
主
要
な
要
素
の
一
っ
と
な
ろ
う
。
露
伴
は
作
品
構
成
に

大
変
な
努
力
を
払
っ
た
作
家
で
あ
る
。
好
き
勝
手
な
放
談
だ
と
い
う
謙
遜
の

ポ
ー
ズ
と
は
裏
腹
に
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
話
の
前
振
り
す
る
こ
と
が
安
定

し
た
統
一
感
を
も
た
ら
す
か
計
算
し
尽
く
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
も
の
に
違

い
な
い
。

作
品
は
武
将
の
紀
伝
的
事
蹟
を
多
層
的
に
取
り
入
れ
る
。
露
伴
は
そ
れ
ぞ

れ
の
武
将
、
特
に
政
宗
・
氏
郷
に
つ
い
て
精
一
杯
「
力
の
発
動
」
を
な
さ
せ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
思
う
存
分
活
躍
さ
せ
な
が
ら
多
視
点
的
に
叙

述
す
る
場
合
、
そ
れ
で
い
て
一
篇
と
し
て
の
統
一
感
を
保
持
す
る
こ
と
に
は

困
難
が
伴
お
う
。
と
い
う
の
も
次
に
見
る
よ
う
に
、
作
品
の
深
層
に
は
前
半

と
後
半
と
で
、
系
統
の
異
な
る
叙
述
か
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
因
縁
づ
け
、
有
機
的
統
一
的
全
体
と
し
て
調
和
さ
せ
て
い
る
秘
密
を

時
間
の
多
元
性
と
い
う
側
面
か
ら
探
っ
た
。
そ
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
か

く
な
る
物
語
言
説
面
に
お
け
る
操
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作

は
任
店
の
箇
所
で
仔
在
の
話
題
を
取
り
出
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

だ
か
ら
前
節
で
触
れ
た
〈
今
•
こ
こ
で
〉
語
る
語
り
手
を
明
示
化
さ
せ
た
構

造
か
ら
、
強
い
担
保
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。

＾
撮
つ
て
語
る
〉
の
は
〈
何
に
撮
る
〉
の
か

歴
史
は
い
つ
で
も
広
い
意
味
で
の
史
料
を
材
料
と
す
る
。
手
妻
の
如
く
取

り
出
さ
れ
る
彼
ら
武
将
た
ち
の
事
蹟
は
何
に
甚
づ
く
も
の
な
の
か
。
語
り
手

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
「
お
は
よ
そ
は
何
か
し
ら
に
撮
つ
て
、
手
製
の
萬
八
を
無
遠
慮
に
加
へ
ず
、

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

斯
様
も
有
っ
た
ら
う
と
い
ふ
だ
け
を
評
繹
的
に
述
べ
」
る
と
云
う
。
こ
こ
で

宣
言
さ
れ
た
も
の
を
以
下
〈
掠
つ
て
語
る
〉
方
法
と
名
付
け
よ
う
。
そ
れ
は

〈
何
に
採
る
〉
か
と
、
〈
い
か
に
語
る
〉
か
の
二
つ
に
ガ
向
化
で
き
る
。
前
者

は
後
者
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、
作
品
に
直
接
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

史
料
を
ま
ず
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
は
多
種
に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
作
品
の

歴
史
内
容
、
歴
史
的
時
間
序
列
の
枠
組
み
を
織
り
な
す
の
に
利
用
さ
れ
て
い

る
骨
格
的
史
料
と
呼
べ
る
も
の
は
何
か
。
そ
の
点
、
先
に
結
論
を
出
し
て
お

く
と
、
政
宗
中
心
の
前
半
(
〈
2了
4
〉
)
で
は
経
末
の
儒
者
斎
藤
竹
堂
の

『
（
仙
台
）
藩
祖
実
録
』
で
あ
る
。
ま
た
後
半
氏
郷
中
心
の
部
分
(
〈

5
A
7
〉)

は
蒲
生
家
臣
神
戸
正
望
の
『
氏
郷
記
』
（
史
藉
集
覧
所
収
）
で
あ
る
。
次
の

、
、
、
、
、
、
、

〈表

2
〉
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
両
書
以
外
の
も
の
に
振
る
（
後

半
で
の
藩
柑
実
録
利
用
箇
所
を
含
む
）
と
考
え
ら
れ
る
記
事
の
一
覧
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
他
書
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
今
の
説
も
怪
し
く
は
な
い

か
と
か
え
っ
て
疑
わ
れ
よ
う
か
。
だ
が
論
者
か
当
初
作
成
し
た
両
書
を
含
む

表
は
こ
の
三
倍
の
分
量
か
あ
り
、
ま
た
●
は
氏
郷
中
心
部
分
で
政
宗
の
こ
と

を
語
る
の
に
利
用
さ
れ
た
『
藩
祖
実
録
』
（
ち
な
み
に
〈
2
「
4
〉
で
『
氏
郷

記
』
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
）
で
あ
り
、
△
は
『
氏
郷
記
』
の
記
述
で
事
足

り
る
が
他
書
も
参
照
に
し
た
か
と
想
像
さ
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
点
を
先
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逸
話

？
疑
問

●
後
半
で
の
藩
社
実
録

△
参
照
程
度
（
無
く
て
も
良
い

△ △△ ●●●●● ●●△● 
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昇 I年

号

西
暦
＼
月

[
H

1
4
7
0

以
前

秀
吉
氏
郷
を
会
津
に
封
じ
た
際
の
諸
説

臆
病
者
と
言
わ
れ
た
松
倉
権
助
を
召
し
抱
え
る
。

北
条
勢
。
広
沢
重
信
を
し
て
夜
討
ち

北
条
勢
。
春
日
左
衛
門
尉
を
し
て
夜
討
ち

砕
5

琵
霞
麟
い
睫
和
歌

武
将
の
風
流
③
紀
行
先
説

武
将
の
風
流
④
政
宗
゜
底
倉
で
利
休
に
茶
を
学
ぶ

細
川
忠
興
佐
々
木
の
鐙
を
氏
郷
に
所
望
。
与
え
る

氏
郷
会
津
転
封
に
泣
く

木
村
家
臣
の
乱
暴
狼
藉
（
一
揆
発
生
の
要
因
）

政
宗
米
沢
城
で
毒
飼
に
あ
い
か
け
る

政
宗
と
将
軍
秀
忠
の
会
合

⑬
の
大
敗
を
葛
西
春
信
•
上
杉
景
勝
が
慰
問

伊
達
対
大
崎
の
合
戦
（
政
宗
大
敗
）

須
田
伯
者
、
政
宗
の
裏
切
り
を
密
訴

正
宗
上
洛
（
鵜
鵠
の
花
押
の
言
い
訳
）

前
田
利
家
、
政
宗
氏
郷
を
取
り
ま
と
め

政
宗
千
金
の
茶
碗
を
叩
き
壊
す

秀
吉
朝
鮮
出
兵
。
氏
郷
上
洛

那
須
野
の
歌

太
閤
利
家
氏
郷
と
共
に
渡
海
せ
ん
と
言
う

氏
郷
病
死
。
死
因
に
つ
い
て
の
考
察

利
家
贔
履
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
―
逸
話

辞
世
の
歌
に
つ
い
て

庫

肝

博
打
の
時
他
人
の
土
蔵
を
賭
け
る
人
が
居
た
こ
と

秀
吉
、
醍
字
を
忘
れ
た
佑
筆
に
「
大
で
よ
い
」
と
云
う

早
雲
。
三
略
の
最
初
を
聞
い
て
も
う
良
い
と
言
う

早
雲
下
女
の
焚
付
の
不
始
末
に
ま
で
目
が
届
く

麦
飯
の
炊
き
方
を
知
ら
な
い
氏
政

父
維
宗
が
奪
わ
れ
た
時
鉄
砲
を
打
ち
か
け
父
殺
さ
れ
る

視
察
者
の
大
峰
金
七
帰
る

佐
竹
義
宜
。
―
―
一
成
に
訴
え
政
宗
を
抑
え
よ
う
と
す
る

政
宗
、
秀
吉
の
底
ま
で
は
愛
せ
な
い
こ
と
を
語
る

政
宗
を
山
を
出
て
来
た
虎
に
喩
え
る

野
史
。
老
人
雑
話
＊
。

？
・
名
将
言
行
録
。

野
史
。
氏
郷
記
＊
゜
△
三
河
後
風
土
記
＊
。

野
史
。
氏
郷
記
＊
。

？
常
山
紀
談

藩
祖
実
録
「
附
録
藩
祖
遺
稿
」

氏
郷
記
＊
。
△
蒲
生
氏
郷
紀
行
（
氏
郷
記
に
全
文
引
用
故
不
要
）

藩
杜
実
録
。
（
△
名
将
言
行
録
）

野
史
。
（
△
名
将
言
行
録
]
常
山
紀
談
）

野
史
。
（
△
名
将
言
行
緑
[
常
山
紀
談
）

藩
祖
実
録
。

藩
祖
実
録

藩
祖
実
録
。
（
△

8
本
百
傑
伝
）

藩
祖
実
録

藩
祉
実
録

蒲
生
氏
郷
記
＊
＋
氏
郷
記
＊
＋
野
史
（
＋
藩
梢
実
録
）

野
史
。
△
藩
祖
実
録
。
△
三
河
後
風
土
記
＊
。

利
家
夜
話
＊

野
史
。

氏
郷
記
＊
（
「
紀
行
」
全
文
引
用
）
゜
△
蒲
生
氏
郷
紀
行

氏
郷
記
＊
（
同
上
）
゜
△
蒲
生
氏
郷
紀
行

？
日
本
外
史

氏
郷
記
。
△
医
学
天
正
記
。

利
家
夜
話
＊
。
老
人
雑
話
＊

野
史
A

備
前
老
人
物
語
＊
（
利
休
と
の
絡
み
）
。
氏
郷
記
＊

？
・
疑
問
（
他
史
料
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
）

△
参
照
力
（
補
助
的
な
利
用
が
想
像
さ
れ
る

＊
『
史
籍
集
覧
』
所
収

塵
塚
物
語
巻
五
＊

老
人
雑
話
＊
（
△
名
将
言
行
録
）

野
史
。

H
本
外
史
「
後
北
条
氏
論
賛
」

北
条
五
代
記
＊
「
早
雲
寺
殿
二
十
一
ヶ
条
」
。

野
史
。
甲
陽
軍
艦
。
△
日
本
外
史

野
史
。
△
藩
柑
実
鋒

野
史
。

野
史
。
（
…
と
云
は
れ
て
ゐ
る
）

野
史
。
（
…
と
さ
れ
て
い
る
）

野
史
。
（
…
と
云
っ
た
者
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ

利

用

史

料
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ず
断
っ
て
お
く
。
ま
た
①
ー
③
は
北
条
家
の
記
事
の
た
め
他
書
利
用
は
当
然

で
あ
り
、
〈
逸
話
〉
と
記
し
た
歴
史
文
脈
か
ら
離
れ
た
箇
所
や
、
二
書
へ
補

充
や
合
成
（
⑤
⑳
）
す
る
形
で
の
採
用
が
多
い
こ
と
も
認
め
て
貰
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
表
に
な
く
、
歴
史
の
時
間
序
列
に
沿
っ
て
史
実
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
事
件
の
殆
ど
は
、
基
本
的
に
一
一
書
に
撒
る
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
い

の
で
あ
る
。
追
々
拾
っ
て
行
く
事
例
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
表
か
ら
い
く
つ
か
特
徴
が
拾
い
出
せ
る
。
第
一
に
『
氏
郷
記
』
も
含

め
て
、
『
史
籍
集
覧
』
所
収
の
も
の
（
記
号
＊
）
が
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

後
年
作
家
が
『
集
覧
』
中
の
「
雪
夕
、
キ
ノ
事
」
と
い
う
記
事
を
見
つ
け
た

ら
書
い
て
や
っ
て
も
良
い
と
編
集
者
に
吹
っ
掛
け
、
「
雪
た
、
き
」
が
成
立

し
た
と
い
う
逸
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
『
集
覧
』
は
作
家
の
自

家
薬
篭
中
の
物
で
あ
っ
た
。
も
う
一
っ
分
か
る
の
は
飯
田
忠
彦
の
『
大
日
本

野
史
』
（
普
通
『
野
史
』
と
略
さ
れ
る
。
嘉
永
五
年
成
立
）
が
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
。
本
文
天
正
十
八
年
十
一
月
十
九
日
の
所
に
こ
う
あ
る
。

み

く

み

た

た

か

ひ

さ
て
此
の
三
典
は
勿
論
政
宗
の
押
へ
で
あ
る
か
ら
、
十
分
に
載
を
持
つ

て
、
皆
後
へ
向
つ
て
逆
歩
に
歩
み
、
政
宗
打
つ
て
掛
ら
ば
直
に
も
斬
捲

ら
ん
勢
を
含
ん
で
居
た
。
迎
歩
に
歩
じ
ど
ば
記
じ
で
わ
な
が

9

、
そ
れ
は

言
菓
通
り
に
身
構
は
南
へ
向
ひ
歩
は
北
へ
向
つ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
別
に
間
隔
交
替
か
何
か
の
隊
法
が
あ
っ
て
、
後
を
向
き
な
が

ら
前
へ
進
む
行
進
の
仕
方
が
有
っ
た
か
何
様
か
精
し
く
知
ら
な
い
。
但

し
飯
田
中
心
彦
の
野
史
に
、
行
布
二
常
蛇
陣
一
と
あ
る
の
は
全
く
書
き
損

ひ
の
漢
文
で
、
常
山
蛇
勢
の
陣
と
い
ふ
の
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
る
。

仮
病
を
使
い
虎
視
眈
々
背
後
か
ら
狙
う
政
宗
勢
に
対
す
る
備
え
に
つ
い
て

記
す
部
分
で
あ
る
。
破
線
部
で
何
の
断
り
も
な
く
「
記
し
て
あ
る
が
」
と
自

然
に
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
『
氏
郷
記
』
の
記
述
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
骨

格
的
二
史
料
の
記
述
は
将
通
出
典
を
示
さ
ず
扱
わ
れ
る
。
実
線
部
か
ら
『
野

史
』
を
見
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
‘
こ

の
史
料
を
あ
ま
り
信
用
し
て
い
な
い
ら
し
い
口
振
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
政
宗

領
を
通
過
す
る
と
き
氏
郷
た
ち
が
土
民
の
冷
遇
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
箇
所

で
「
蒲
生
家
の
士
の
正
望
の
書
い
た
も
の
に
『
憎
し
と
い
ふ
こ
と
限
り
無

、
、
、
、
、

し
』
と
政
宗
領
の
町
人
百
姓
の
事
を
罵
つ
て
ゐ
る
の
も
道
理
で
あ
る
」
と
す

る
扱
い
に
は
、
『
野
史
』
と
は
対
照
的
に
、
『
氏
郷
記
」
の
記
述
政
宗
に

謀
反
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
は
本
書
で
あ
る
が
全

面
的
で
は
な
い
ま
で
も
こ
の
辺
に
つ
い
て
は
信
頼
で
き
る
と
い
う
作
家
の
判

141 

断
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

蒲
生
家
は
寛
永
十
一
年
に
断
絶
し
た
た
め
、
も
と
も
と
氏
郷
に
つ
い
て
纏

151 

ま
っ
た
叙
述
は
少
な
い
。
勢
い
『
氏
郷
記
』
に
基
づ
く
の
が
殆
ど
な
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
が
骨
格
的
史
料
に
選
ば
れ
る
の
は
至
極
妥
当
な
の
で
あ
る
。

問
題
は
『
藩
祖
実
録
」
の
方
だ
。
政
宗
に
つ
い
て
の
記
述
は
多
く
、
作
品
執

筆
時
点
で
そ
れ
以
上
に
詳
し
い
伝
記
も
存
在
し
た
（
例
え
ば
『
仙
台
藩
祖
成

蹟
』
な
ど
）
が
、
や
は
り
露
伴
は
本
書
に
腺
っ
て
い
る
。
や
や
極
端
な
箇
所

を
見
よ
う
。
天
正
十
八
年
、
秀
吉
束
下
が
近
づ
い
た
時
点
の
記
述
で
あ
る
。

〈
作
品
〉
…
正
月
、
政
宗
は
良
覚
院
と
い
ふ
者
を
京
都
へ
遣
っ
た
。
三
月
は

斎
藤
九
郎
兵
衛
が
京
都
か
ら
浅
野
長
政
等
の
書
を
持
つ
て
来
て
、
い
よ

／
＼
関
東
奥
羽
平
定
の
大
軍
が
東
下
す
る
、
北
条
征
伐
に
従
は
る
べ
き

で
あ
る
、
会
期
に
違
つ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
ぞ
、
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
九
郎
兵
衛
に
返
書
を
腐
ら
さ
し
め
、
守
屋
守
伯
小
関
大
学
の
二

人
を
京
へ
遣
っ
た
が
、
（
下
略
）

〈
『
藩
祖
実
録
』
（
原
漢
文
表
記
）
〉
…
是
月
、
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む
。
三
月
、
斉
藤
九
郎
兵
衛
京
師
よ
り
至
り
、
浅
野
・
木
村
諸
氏
の
書

を
致
す
。
日
く
「
関
東
征
伐
近
き
に
在
り
、
宜
し
く
会
期
に
違
ふ
勿
か

る
べ
し
。
」
と
。
公
、
書
を
裁
し
之
に
封
へ
、
几
郎
に
齋
た
ら
し
往
か

し
め
、
又
守
屋
守
伯
•
小
関
大
学
を
し
て
京
に
之
か
し
む
。
（
下
略
）

表
現
を
批
話
に
砕
き
適
官
語
は
補
な
わ
れ
る
が
、
文
脈
は
そ
の
ま
ま
採
り

入
れ
て
い
る
。
テ
ン
ポ
の
速
い
漢
文
体
を
写
す
こ
と
で
、
上
方
勢
の
接
近
に

慌
た
だ
し
く
な
っ
た
伊
達
家
の
雰
阿
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無

論
こ
れ
は
ど
明
白
な
の
は
稀
で
、
作
者
は
原
典
か
ら
自
由
に
事
件
を
ピ
ソ
ク

ァ
ソ
プ
し
、
時
に
は
他
書
と
同
様
時
間
序
列
に
構
わ
ぬ
逸
話
的
な
取
り
込
み

に
も
利
用
す
る
。
そ
の
取
り
込
み
の
順
序
と
い
う
点
で
は
氏
郷
中
心
の
部
分

に
比
し
て
、
政
宗
を
巡
る
事
件
に
つ
い
て
よ
り
自
由
度
が
大
ぎ
く
‘
逆
に
言

え
ば
後
半
の
方
が
歴
史
的
時
間
／
列
に
沿
う
度
合
い
が
高
い
。
さ
ら
に
『
実

録
』
の
方
は
●
て
示
し
た
後
半
で
の
逸
話
的
利
用
も
多
い
。
こ
の
相
違
が
牛

じ
た
理
由
も
、
『
藩
祖
実
録
』
を
凡
ll
格
的
史
料
と
見
る
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

実
は
此
の
書
に
は
頭
書
で
見
出
し
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
は
‘
「
天
正

ズ

ヲ

四
年
藩
柑
請
二
先
登
」
、
「
藩
柑
辿
信
秀
古
一
」
、
「
徳
川
氏
使
玄
越
ボ
」

（
以
上
〈
2
7
4
〉
の
内
）
、
「
藩
祖
学
五
余
儀
△
」
（
⑯
)
、
「
葛
西
・
上
杉
弔
二

大
崎
之
敗
一
」
（
⑫
）
、
「
寛
永
五
年
台
徳
公
臨
―
藩
邸
一
」
（
＠
）
と
言
う

具
合
で
あ
る
。
そ
の
逸
話
的
に
あ
ら
わ
れ
る
記
事
に
は
こ
の
見
出
し
に
一
致

す
る
も
の
が
多
い
。
頭
書
を

H
安
に
し
て
手
元
で
「
貝
を
繰
り
な
が
ら
記
事
を

拾
い
上
げ
て
い
く
創
作
現
場
の
事
情
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
実
録
』
『
氏
郷
記
』
は
す
で
に
一
代
記
的
歴
史
叙
述
と
し
て
の
文
脈
を
持

っ
て
い
る
。
適
宜
省
略
し
つ
つ
も
、
作
品
は
基
本
的
に
そ
の
流
れ
に
寄
り
添

っ
て
い
る
。
そ
の
事
情
を
以
て
基
層
的
文
脈
を
織
り
な
す
た
め
に
利
川
さ
れ

る
も
の
と
呼
ん
で
ぎ
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
〈
人
2
〉
で
見
た
よ
う
に
作
品

で
は
実
に
様
々
な
書
が
利
用
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
取
り
込

ま
れ
方
に
は
実
に
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
あ
り
、
逸
話
的
な
も
の
、
ま

た
各
説
を
あ
る
い
は
並
置
さ
せ
（
⑨
）
あ
る
い
は
併
せ
て
自
ら
の
見
解
を
打

ち
出
し
（
⑤
⑳
）
、
あ
る
い
は
自
ら
の
人
物
像
に
あ
う
方
（
④
）
や
面
白
い

方
（
⑮
）
を
選
択
し
と
い
う
具
合
で
、
殆
ど
分
類
不
可
能
な
は
ど
そ
の
取
り

込
み
力
は
多
様
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
⑳
ぶ
須
田
伯
者
の
密
告
」
を
見
よ
う
。

こ
こ
で
密
告
し
た
者
が
須
田
伯
者
と
も
う
一
人
で
あ
る
こ
と
は
『
野
史
』
か

ら
取
る
（
『
氏
郷
記
』
は
別
の
二
人
。
『
浦
生
氏
郷
記
』
は
須
田
一
人
）
。
須

田
の
父
の
名
が
大
膳
で
あ
る
こ
と
は
『
野
史
』
お
よ
び
『
実
録
』
か
ら
（
涌

生
側
の
記
述
に
は
無
い
）
で
あ
る
。
だ
が
な
せ
須
田
が
政
宗
を
恨
ん
だ
か
と

い
う
埋

rtl
は
で
呻
生
氏
郷
記
』
の
記
述
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
須
田
が

述
べ
立
て
る
場
面
の
叙
述
に
は
『
氏
郷
記
』
を
採
用
す
る
。

蒲
生
源
左
衛
門
は
須
田
等
を

tL
し
た
。
二
人
は
祉
拠
文
書
を
攘
つ
て
来

た
の
た
か
ら
、
そ
れ
に
合
せ
て
迩
一
に
述
立
て
た
。
大
崎
と
伊
達
と
の

関
係
‘
九
崎
義
阻
び
家
は
舷
じ
義
光
を
翠
家
ど
じ
で
ぶ
る
こ
ど
、
、
最
じ

家
応
政
霰
の
栂
が
家
で
む
が
)
'
）
＇
ど
、
瓦
叫
ど
既
卿
ど
応
が
和
の
事
ゞ
，
＇
政
類

酬
九
崎
乞
闘
ゴ
だ
罪
‘
そ
ん
な
事
を
も
語
っ
た
ら
う
が
、
そ
れ
よ
り
は

先
づ
辛
丘
当
つ
て
、
一
揆
を
勧
め
た
こ
と
、
黒
川
に
於
て
企
の
事
、
中
新

田
に
て
虚
病
の
事
、
名
生
の
城
へ
氏
郷
を
釣
寄
せ
る
事
、
四
城
と
計
を

合
せ
て
氏
郷
を
殺
し
、
一
揆
の
手
に
打
死
を
遂
げ
た
る
こ
と
に
せ
ん
と

し
た
る
事
、
政
宗
力
に
名
生
の
城
の
洛
武
者
来
り
て
、
余
り
に
厳
し
く

攻
め
ら
れ
て
相
園
合
期
せ
ざ
り
し
と
語
れ
る
事
等
を
計
ぎ
立
て
た
。

後
半
実
線
部
は
『
氏
郷
記
』
の
該
当
個
所
を
例
の
如
く
砕
き
な
が
ら
写
し

た
も
の
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
破
線
部
で
、
こ
れ
は
勿
論
露
伴
の
想
像
で
あ

る
。
こ
れ
は
ど
ま
で
御
家
の
事
情
が
語
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
史
書
な
ど
在
る
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、
、
、

は
ず
は
な
い
。
「
語
っ
た
ら
う
が
」
と
推
量
の
助
動
詞
の
使
用
で
そ
れ
は
示

さ
れ
て
は
い
る
か
、
後
中
の
羅
列
形
式
に
擬
く
こ
と
で
連
続
し
て
存
在
し
た

か
の
如
く
印
象
づ
け
る
言
説
上
の
操
作
か
な
さ
れ
て
い
る
。
右
に
指
摘
し
た

よ
う
に
こ
の
部
分
は
複
数
史
料
を
合
成
し
、
さ
ら
に
自
已
の
想
像
ま
で
を
総

合
化
し
て
構
成
さ
れ
た
叙
述
で
あ
る
。
だ
か
作
品
は
そ
う
し
た
史
料
操
作
の

痕
跡
を
隠
蔽
さ
せ
て
い
た
。
何
に
振
る
か
を
解
き
は
ぐ
す
こ
と
は
‘
我
々
の

側
に
任
せ
ら
れ
た
作
業
だ
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

〈
撮
つ
て
語
る
〉
の
は
＾
い
か
に
語
る
〉
の
か

す
で
に
前
節
の
終
わ
り
に
〈
い
か
に
語
る
〉
か
の
問
題
を
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
問
題
を
二
つ
の
方
向
か
ら
論
す
る
と
ム
う
の
も
、
あ
く
ま
で
便
宜
上

の
も
の
で
し
か
な
い
。
次
に
そ
の
具
体
的
様
相
を
、
あ
る
場
面
に
つ
い
て
の

分
析
か
ら
観
察
し
た
い
。
取
り
上
げ
た
い
箇
所
は
多
々
あ
る
。
例
え
ば
政
宗
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か
小
田
原
参
陣
を
決
意
す
る
家
臣
と
の
や
り
取
り
の
場
面
Ol

大
峯
金
七
の
復

命
で
、
小
田
原
参
陣
余
儀
な
き
か
と
云
う
際
の
伊
達
成
実
や
片
倉
小
十
郎
の

語
ら
れ
方
は
極
め
て
生
動
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
成
実
は
主
の
言
を
制
し
「
我

が
君
今
年
正
月
七
日
の
連
歌
の
発
句
に
、
な
、
く
さ
を
一
卜
手
に
よ
せ
て
摘

む
菜
哉
と
遊
ば
さ
れ
し
は
‘
仙
道
七
郡
を
よ
年
の
合
戦
に
得
た
ま
ひ
し
よ
り

の
こ
と
、
そ
れ
を
今
史
秀
吉
の
指
図
に
就
か
れ
う
と
は
日
惜
し
い
限
り
」

云
々
と
沿
々
と
述
べ
立
て
た
と
す
る
が
、
こ
ん
な
気
の
利
い
た
台
詞
を
吐
く

成
実
も
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
史
書
に
も
な
く
、
『
実
録
』
で
の
成
実
の
発
言
の

記
述
に
別
の
箇
所
の
詠
歌
の
記
述
を
吹
き
寄
せ
て
創
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

随
所
に
発
揮
さ
れ
る
こ
う
し
た
手
腕
を
観
察
し
た
い
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で

は
作
中
最
も
サ
ス
ペ
ン
ス
の
色
合
い
の
濃
い
陣
中
茶
席
の
場
面
を
取
り
上
げ

よ
う
。
こ
こ
て
の
史
料
は
『
氏
郷
出
』
―
つ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
変
化

に
乏
し
い
。
だ
が
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
〈
い
か
に
語
る
〉
か
の
側
面
が
か
え
っ

て
見
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
葛
西
大
崎
の
一
挨
が
起
こ
っ

て
、
秀
吉
に
「
く
せ
者
」
（
『
野
史
』
）
と
評
さ
れ
た
「
不
気
味
千
万
な
一
怪

物
」
で
あ
る
政
宗
を
、
同
じ
秀
吉
の
命
で
七
地
案
内
者
に
立
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
況
に
氏
郷
は
置
か
れ
て
い
る
。
渋
々
前
を
行
く
政
未
軍
を
案
内
者

で
あ
る
と
い
う
埋
屈
で
後
押
し
す
る
こ
と
で
全
軍
が
進
み
、
伊
達
領
通
過
に

際
し
て
は
、
冒
頭
〈

1
〉
で
紹
介
さ
れ
た
人
民
の
冷
遇
を
受
け
る
寒
中
の
行

軍
か
あ
る
。
そ
う
い
う
政
宗
た
ち
の
敵
寇
の
雰
囲
気
に
満
ち
た
叙
述
か
た
っ

ぷ
り
続
け
ら
れ
た
後
に
配
さ
れ
た
、
茶
の
湯
へ
の
誘
い
な
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
氏
郷
は
そ
の
申
し
出
を
平
然
と
受
け
入
れ
た
の
だ
っ
た
。

イ
ヤ
驚
い
た
の
は
家
来
達
で
あ
っ
た
。
政
宗
謀
叛
と
は
初
め
よ
り
覚
悟

し
て
こ
そ
若
松
を
出
た
れ
、
と
云
っ
た
主
人
が
、
政
宗
に
招
か
れ
て
潤

は

ひ

り
上
り
か
ら
其
茶
室
へ
這
入
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
若
し
彼
方
に
於

て
あ
ら
か
じ
め
大
力
手
利
の
打
手
を
用
慈
し
、
押
取
篭
め
て
打
つ
て

か
：
ら
ん
に
は
誰
か
防
ぎ
得
よ
う
。
（
中
略
）
こ
は
是
一
期
の
大
事
到

来
と
、
千
丈
の
絶
壁
に
足
を
爪
立
て
‘
萬
例
の
深
き
淵
に
臨
ん
だ
思
が

し
た
ら
う
。
飛
ん
で
も
無
い
返
事
を
し
て
呉
れ
た
も
の
だ
と
、
恨
み
も

、
、
、

し
呆
れ
も
し
悲
み
も
し
た
事
で
あ
ら
う
。
然
し
忠
三
郎
氏
郷
は
忠
三
郎

氏
郷
だ
。
し
は
ら
し
く
茶
を
習
う
た
る
日
舎
大
名
が
、
茶
に
招
く
と
い

ふ
に
我
が
行
か
ぬ
法
は
無
い
‘
往
い
て
危
い
こ
と
は
有
る
と
も
、
招
く

に
往
か
す
ば
臆
し
た
る
に
当
る
、
機
に
臨
み
て
身
を
扱
は
う
に
、
何
程

の
事
が
有
ら
う
ぞ
、
朝
の
茶
と
あ
る
に
手
間
暇
は
い
ら
ぬ
、
立
寄
つ
て

も
の
い
ひ
つ
ら
つ
き

政
宗
が
言
語
面
色
を
も
見
て
男
れ
う
‘
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
ら
う
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
家
来
達
の
賑
る
舞
い
は
藍
本
に
は
な
く
‘
氏
郷
の
承
知

の
旨
の
返
事
、
こ
の
茶
席
が
彼
を
討
ち
果
た
す
謀
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
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れ
た
後
で
、
す
ぐ
に
、
「
氏
郷
ハ
‘
笈
ニ
テ
彼
ガ
館
へ
行
ズ
ン
バ
定
テ
不
覚

者
卜
思
フ
ベ
シ
。
何
程
ノ
事
カ
ア
ラ
ン
、
立
奇
テ
彼
ガ
気
色
ヲ
モ
見
ン
」
と

い
う
決
意
の
言
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
史
料
の
行
間
に
氏
郷
が
映
呵

を
切
っ
た
背
景
を
読
み
こ
む
べ
く
、
家
来
達
の
驚
き
と
慌
て
ふ
た
め
く
姿
か

語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
そ
れ
と
対
比
的
に
氏
郷
の
項
敢
で
誇
り
高

い
様
が
浮
か
び
上
が
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
傍
点
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
推
鼠
表
現
の
利
用
で
そ
れ
が
想
像
で
あ
る
の
を
示
し
て
い
る
。
だ
か

輿
味
深
い
の
は
、
ホ
態
が
切
迫
し
た
次
の
場
面
で
は
推
鼠
表
現
の
形
式
に
拘

泥
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
正
確
に
は
そ
の
こ
と
で
切
迫
し

た
雰
囲
気
を
牛
産
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
か
。
原
文
は
次
の
通
り
。

氏
郷
数
寄
屋
ノ
路
地
へ
入
シ
カ
バ
則
戸
ヲ
立
ン
ト
シ
ケ
ル
ヲ
、
蒲
生
源

左
衛
門
（
以
下
六
名
略
ー
論
者
）
ナ
ド
云
一
人
常
千
ノ
侍
共
無
理
二
押

破
リ
テ
、
我
等
ハ
何
國
ニ
テ
モ
氏
郷
ノ
相
伴
ニ
ハ
ヅ
レ
ヌ
ル
コ
ト
ハ
ナ

キ
者
ヲ
ト
テ
鎧
着
ナ
ガ
ラ
‘
王
従
七
八
人
座
敷
二
押
直
リ
タ
ル

く

ぐ

り

い
よ
い
よ
危
険
な
香
り
の
す
る
茶
室
の
潜
門
を
入
る
と
、
向
こ
う
は
と
た

ん
に
扉
を
閉
て
た
わ
け
で
あ
る
。

伊
達
の
家
来
は
此
は
狼
藉
に
近
き
振
舞
と
支
へ
立
て
せ
ん
と
し
た
。
制

し
て
制
さ
る
、
男
共
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
右
と
左
へ
伊
達
の
家
来
を
押
退

け
押
飛
ば
し
て
、
楯
に
取
る
門
の
扉
を
も
メ
リ
／
＼
と
押
破
っ
た
。
氏

郷
の
相
伴
つ
か
ま
つ
つ
て
苦
し
い
者
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
‘
蒲
生
源
左
衛
門

罷
り
通
る
、
蒲
生
忠
右
衛
門
罷
り
通
る
、
町
野
左
近
将
監
罷
り
通
る
、

罷
り
通
る
、
罷
り
通
る
、
と
陣
鐘
の
や
う
な
磐
も
あ
れ
ば
陣
太
鼓
の
や

う
な
磐
も
有
る
、
陣
法
螺
吹
立
て
る
や
う
な
聟
も
有
つ
て
、
間
隔
た

っ
た
る
味
方
の
軍
勢
の
耳
に
も
牌
け
か
し
に
勢
ひ
猛
＜
挨
拶
し
て
押
通

っ
た
。
茶
の
道
に
押
掛
の
客
と
い
ふ
も
有
る
か
、
こ
れ
か
真
個
の
押
掛

こ
て
す
ね
あ
て

庄
で
、
も
と
よ
り
大
鎧
睾
手
眈
棠
の
出
で
立
ち
の
‘
射
向
け
の
袖
に
風

を
切
っ
て
、
長
や
か
な
る
陣
刀
の
錨
あ
た
り
散
ら
し
て
、
寄
付
の
席
に

居
流
れ
た
の
は
‘
鴻
門
の
會
に
奥
噌
が
駆
込
ん
で
、
怒
眼
を
閻
に
張
つ

て
項
王
を
呪
ん
だ
に
も
勝
つ
た
ら
う
。

場
面
は
具
体
的
に
状
況
化
さ
れ
、
忠
義
の
猛
者
達
が
門
を
蹴
破
る
音
や
挨

拶
の
怒
嗚
り
声
な
ど
を
読
者
の
耳
に
評
き
渡
ら
せ
る
。
作
者
は
史
料
を
核
と

し
て
そ
の
想
像
力
の
羽
を
ゆ
っ
た
り
と
伸
ば
す
の
で
あ
っ
た
。
戦
国
の
世
に

生
き
る
男
た
ち
を
現
前
化
す
べ
く
史
料
の
可
能
性
を
開
示
し
、
読
者
を
そ
こ

に
連
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
最
後
で
『
史
記
』
の
奥
噌
の
故
事
を
持
ち
出
す

の
は
『
氏
郷
記
』
の
前
引
箇
所
に
続
け
て
、
「
ア
ッ
パ
レ
異
国
漢
楚
ノ
戦
二

楚
ノ
項
羽
漢
ノ
高
祖
ヲ
新
豊
ノ
鴻
門
ニ
テ
討
タ
ン
ト
シ
給
7
時
」
云
々
と
讃

辞
の
た
め
に
引
か
れ
て
い
る
の
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
想
像
と
引
用
と
が
極

め
て
な
め
ら
か
に
、
同
列
に
連
続
す
る
語
り
口
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

想
像
力
が
叙
述
を
引
き
延
ば
し
、
そ
こ
に
現
場
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
生
み
出

す
方
法
は
‘
場
面
状
況
に
即
す
る
文
脈
で
は
一
貰
し
て
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

こ
の
後
で
氏
郷
か
命
保
っ
て
外
に
出
る
の
を
可
能
に
し
た
、
毒
に
備
え
た
機

略
の
件
が
あ
る
。
原
典
で
は
「
被
戻
テ
ノ
後
西
大
寺
ヲ
用
テ
思
ヒ
ノ
マ
、
ニ

叶
レ
シ
カ
バ
敢
テ
大
事
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
」
と
あ
る
だ
け
の
も
の
だ
が
、
作
者

は
そ
こ
に
や
や
芝
居
め
い
た
口
調
を
混
ぜ
て
十
倍
以
上
の
量
の
一
段
洛
を
形

成
さ
せ
て
い
る
と
い
う
具
合
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
歴
史
的
事
件
の
時
間
軸
に
沿
っ
た
方
向
か
ら
の
観
察
で
あ
っ
た
。

も
う
―
つ
い
わ
ば
時
間
軸
と
無
関
係
に
派
生
的
に
滑
り
出
し
て
い
く
特
徴
的

な
叙
述
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
一
節
の
語
り
巾
し
を
見
た
所
で
、
す
で
に
そ

の
顕
著
な
あ
り
方
を
見
た
連
想
に
よ
る
言
説
の
引
ぎ
延
ば
し
で
あ
る
。
先
の

引
用
破
線
部
の
茶
道
用
語
に
掛
け
た
「
こ
れ
が
真
個
の
押
掛
け
」
だ
と
い
う
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洒
落
も
そ
の
さ
さ
や
か
な
例
で
あ
っ
た
。
政
宗
の
毒
飼
疑
惑
か
ら
連
鎖
的
に
‘

こ
の
時
代
に
は
そ
れ
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
こ
と
、
ク
レ
オ
バ
ト
ラ
の
こ
と
‘

後
の
武
士
が
毒
か
ら
身
を
守
る
た
め
印
篭
に
ウ
ニ
コ
ー
ル
・
緒
締
に
珊
瑚
珠

を
用
い
た
こ
と
、
政
宗
自
身
が
米
沢
城
で
毒
飼
の
危
険
に
曝
さ
れ
た
こ
と
、

後
に
秀
忠
を
饗
膳
し
た
と
ぎ
の
こ
と
、
前
田
利
家
が
針
医
伊
白
を
遠
ざ
け
た

こ
と
、
加
藤
清
正
毒
餞
頭
の
こ
と
‘
こ
れ
だ
け
で
一
段
＂
洛
分
で
あ
る
。
氏
郷

や
政
宗
を
畔
す
る
言
の
間
に
、
毒
を
巡
っ
て
縁
起
的
に
顕
れ
た
こ
れ
ら
事
項

か
次
々
挟
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
叙
述
は
引
ぎ
延
ば
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ

は
た
だ
の
気
ま
ぐ
れ
な
饒
舌
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
段
落
で
注
慈
さ
れ
る
の
は
政
宗
の
疑
惑
に
対
す
る
語
り
手
の
立
場
の

曖
昧
さ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
も
し
政
宗
の
毒
飼
が
真
実
な
ら
政
宗
の
器
鼠
が

、
、
、

下
か
る
か
ら
、
「
政
家
の
為
に
虚
談
想
像
談
で
布
つ
て
欲
し
い
」
と
し
、
「
政

、
、
、

宗
が
氏
郷
に
毒
を
飼
っ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
蒲
生
方
で
は
毒
を

飼
っ
た
と
思
っ
て
も
強
ち
無
理
で
は
無
く
」
と
か
、
「
政
宗
が
毒
を
使
っ
た

と
い
ふ
事
は
無
く
て
も
‘
氏
郷
が
西
大
寺
を
飲
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
存
在
し

た
事
実
と
看
て
差
支
あ
る
ま
い
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
は
‘
一
見
明
ら

か
な
否
定
的
判
断
に
立
つ
か
の
如
き
に
思
え
る
。
だ
が
子
細
に
眺
め
る
と
こ

こ
で
は
「
欲
し
い
」
と
い
う
願
哨
や
、
「
し
て
も
」
と
い
う
仮
定
表
現
が
使

わ
れ
て
お
り
、
実
は
判
断
は
保
留
さ
れ
た
ま
ま
な
の
だ
っ
た
。
作
者
目
身
の

見
解
は
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

そ
も
そ
も
政
宗
に
は
も
う
―
つ
の
疑
惑
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
茶
席
で
高
清

水
ま
で
敵
城
は
無
い
と
し
た
情
報
が
全
く
の
虚
言
だ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。

叙
述
を
遡
る
と
両
疑
惑
に
つ
い
て
、
「
謀
る
と
こ
ろ
有
る
為
に
偽
り
を
云
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
と
蒲
生
力
で
は
記
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
ま
た
「
毒
を
仕
込
み
置
い
た
る

、
、
、
、
、
、
、

茶
を
立
て
、
氏
郷
に
飲
ま
せ
た
、
と
云
は
れ
て
ゐ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
語

り
手
は
自
ら
の
振
る
『
氏
郷
記
』
の
記
述
を
こ
こ
で
は
伝
聞
的
に
保
留
し
て

扱
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
歴
史
叙
述
も
語
ら
れ
る
立
場
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
か

ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
配
慮
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が

虚
百
の
疑
惑
に
対
し
て
「
殊
更
に
虚
言
を
云
つ
た
の
か
、
精
し
く
情
報
を
得

て
居
な
か
っ
た
の
か
分
か
ら
ぬ
。
次
い
で
起
る
事
情
の
展
開
に
照
ら
し
て
考

へ
る
は
か
は
無
い
」
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
後
に
考
え
て
結
論
を
出
す
こ
と

は
し
て
い
な
い
。
両
者
は
共
に
作
家
の
判
断
の
隠
蔽
性
が
予
想
さ
れ
る
と
い

う
形
に
於
い
て
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
叙
述
を
さ
ら
に
遡
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
揆
蜂
起
を
記
述
す
る
際
の

語
り
手
は
‘
「
少
な
く
と
も
大
崎
領
に
政
宗
の
電
話
が
開
通
し
て
居
た
こ
と

は
疑
い
無
い
」
と
、
政
宗
の
一
揆
勢
と
の
内
通
を
断
定
し
て
い
る
点
だ
。
ま

た
、
後
で
は
名
生
の
城
で
攻
撃
に
あ
っ
て
政
宗
の
情
報
が
「
真
赤
な
嘘
」
と

分
か
っ
た
箇
所
で
、
当
時
忍
び
の
者
が
活
躍
し
た
と
い
う
話
を
混
ぜ
つ
つ
、

氏
郷
は
必
す
こ
の
事
実
を
必
ず
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
も
し
て
い
る
。
余
所

者
の
氏
郷
に
分
か
り
な
か
ら
、
地
元
の
そ
し
て
内
通
も
あ
っ
た
政
宗
に
分
か

ら
ぬ
事
は
有
る
ま
い
。
結
論
を
言
い
切
っ
て
は
な
い
な
が
ら
も
、
作
品
は
自

ず
と
読
者
を
虚
言
の
事
実
と
い
う
推
論
に
導
く
文
脈
の
流
れ
を
持
っ
て
お
り
、

文
脈
に
潜
め
ら
れ
た
形
で
、
か
く
な
る
判
断
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

良
い
だ
ろ
う
。
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
の
一
方
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
方
の

毒
飼
に
つ
い
て
の
判
断
が
文
面
上
否
定
的
に
見
え
た
の
も
怪
し
い
と
印
象
づ

け
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
、
も
し
政
宗
か
毒
を
利
用
し
た
な
ら
劇
毒

で
は
な
く
二
三

H
後
に
な
っ
て
効
く
よ
う
な
緩
毒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う

類
の
考
証
を
作
家
は
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
具
体
化
す
る
説

明
化
は
、
か
え
っ
て
毒
飼
の
事
実
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
よ
う
な
も
の

で
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。
政
宗
の
疑
惑
に
関
し
て
露
伴
自
身
の
胸
中
の
判

- 56 -



断
は
黒
と
出
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

中
野
好
大
は
露
伴
史
伝
を
「
英
雄
豪
傑
の
ア
バ
タ
を
探
し
だ
し
て
、
こ
れ

を
卑
小
化
凡
人
化
す
る
の
で
は
な
く
、
英
雄
は
あ
く
ま
で
英
雄
に
、
豪
傑
は

⑧
 

あ
く
ま
で
豪
傑
に
え
が
く
」
と
評
し
て
い
る
。
彼
ら
を
糾
弾
し
偶
像
破
壊
す

る
の
か
作
家
の
趣
味
で
な
か
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
言
説
卜
そ
れ

は
ほ
の
め
か
す
程
度
に
抑
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
間
わ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
そ
れ
で
い
か
な
る
効
果
が
生
し
る
か
で
あ
る
。
か
く
な
る
含
慈
が
読

み
と
り
う
る
点
と
、
一
方
で
は
政
宗
が
立
派
な
武
将
と
し
て
賛
美
さ
れ
て
も

い
る
点
を
、
読
者
は
い
か
に
総
合
化
す
る
よ
う
要
訥
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
論
者
は
先
に
触
れ
た
毒
を
巡
る
連
想
的
叙
述
こ
そ
、
そ
の
鍵
と
な
る
も

の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
事
実
の
列
挙
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
い
か
に
毒
飼
が

頻
繁
に
行
わ
れ
た
か
を
証
し
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
語
り
手
は
此
の
言
葉

か
「
時
代
の
匂
ひ
を
表
現
し
て
ゐ
る
」
と
ま
で
云
う
。
政
宗
は
ど
の
武
将
で

さ
え
、
術
飼
と
い
う
「
人
間
の
考
へ
出
し
た
こ
と
の
中
で
最
も
醜
悪
卑
劣
の

事
」
を
す
る
よ
う
な
、
謀
略
が
套
き
‘
裏
切
り
が
横
行
し
、
私
欲
の
た
め
の

殺
人
が
日
常
化
し
た
「
恐
ろ
し
い
世
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
自
ず
と
読
者
の

心
に
染
み
通
る
よ
う
な
仕
掛
け
か
施
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
時
間
序

列
的
な
展
開
と
連
想
派
生
的
な
雑
談
と
の
一
見
異
質
の
文
脈
か
、
読
者
の
側

で
因
縁
和
合
的
に
交
叉
・
結
合
す
る
こ
と
で
、
時
代
の
空
気
が
行
間
に
匂
い

立
つ
よ
う
な
効
果
が
狙
わ
れ
た
言
説
構
成
な
の
で
あ
る
。

作
家
露
伴
の
連
想
能
力
は
強
大
で
あ
り
‘
―
つ
の
〈
事
〉
が
放
射
的
に
分

岐
し
、
他
の
〈
事
〉
に
連
粘
さ
れ
る
。
そ
の
多
方
向
性
に
撤
す
れ
ば
、
い
く

つ
か
の
史
伝
作
晶
と
同
じ
く
全
く
人
物
評
論
的
な
も
の
と
し
て
書
く
こ
と
も

可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
本
作
て
は
二
節
で
見
た
よ
う
な
時
間
構
成
の
見
取

り
図
が
、
か
な
り
明
確
に
有
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
〈
表
1
〉
参
照
）
。
恐

ら
く
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
す
で
に
歴
史
叙
述
と

し
て
構
成
さ
れ
た
骨
格
的
な
二
史
料
を
前
後
に
配
し
、
比
喩
的
に
は
〈
図

1
〉
の
二
つ
の
円
に
充
埴
す
る
よ
う
に
、
全
体
の
巨
視
的
展
望
の
見
通
し
を

容
易
に
な
し
得
た
か
ら
だ
ろ
う
。
両
書
は
話
を
本
筋
に
引
き
戻
さ
せ
る
も
の

と
し
て
機
能
し
、
連
想
的
飛
躍
と
歴
史
的
序
列
性
の
融
合
的
共
存
を
可
能
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
冒
頭
の
方
法
宣
言
に
立
ち
戻
っ
て
、
「
評
秤
的
に

述
べ
」
る
と
も
云
わ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
そ
う
。
作
品
は
、
作
家
の
文
献

史
料
に
対
す
る
柔
軟
な
引
川
・
解
釈
・
説
明
・
敷
術
・
想
像
・
考
証
が
成
熟

し
た
語
り
の
文
体
で
一
体
化
さ
れ
て
い
た
。
史
料
と
そ
れ
へ
の
読
解
作
用
の

間
を
目
由
に
往
還
す
る
場
で
、
い
わ
ば
〈
読
む
〉
こ
と
が
そ
の
ま
ま
〈
書

く
〉
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
立
ち
現
れ
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
評
釈
的
な

方
法
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
実
態
だ
っ
た
と
↓
ム
え
る
。
何
か
に
〈
腺
り
〉
、
そ

の
可
能
件
を
開
―
小
し
、
複
数
文
脈
の
交
叉
に
於
い
て
言
外
の
意
味
を
読
者
の

側
に
醒
醸
さ
せ
る
こ
と
を
も
狙
う
と
い
う
方
法
が
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
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五

時
代
認
識
と
終
わ
り
方
の
問
題

そ
の
方
法
宜
言
で
は
「
歴
史
家
は
歴
史
家
だ
、
歴
史
家
く
さ
い
顔
つ
き
は

し
た
く
な
い
。
傭
記
家
と
囚
は
れ
て
終
ふ
の
も
う
る
さ
い
。
考
証
家
、
詮
索

家
、
占
文
書
い
ぢ
り
（
中
略
）
然
様
い
ふ
者
の
真
似
も
し
た
く
な
い
」
と
も

云
わ
れ
て
い
た
。
あ
た
か
も
考
証
や
詮
索
な
ど
の
よ
う
な
不
粋
な
こ
と
な
ど
、

自
分
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
言
う
か
の
ご
と
き

n
吻
で
あ
る
。
し
か
し

露
伴
と
い
う
作
家
に
お
い
て
は
‘
文
学
者
と
し
て
の
物
語
構
想
力
や
詩
的
感

受
性
な
ど
が
、
深
い
学
識
に
基
づ
く
考
証
件
・
批
判
性
な
ど
の
学
者
的
洞
察

力
と
融
合
し
、
か
つ
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
所
に
、
そ
の
奥
深
い
魅
力
の



一
端
が
存
す
る
点
は
恐
ら
く
認
め
て
貰
え
る
だ
ろ
う
。
作
家
の
歴
史
に
対
す

る
見
識
は
本
作
に
も
当
然
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
史
料
選
択
な
ど
に
つ
い
て

も
作
家
な
り
の
判
断
が
働
い
て
居
た
と
見
て
良
い
。
例
え
ば
三
節
で
述
べ
た

よ
う
に
政
宗
と
の
対
立
が
描
か
れ
る
後
半
は
、
主
と
し
て
『
氏
郷
記
』
の
記

述
に
沿
い
‘

i

油
牛
側
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
藩
柑
実
録
]

な
ど
伊
達
側
の
記
述
を
採
用
し
な
い
理
由
は
何
か
。
一
揆
煽
動
、
虚
言
‘
毒

飼
と
い
う
疑
惑
を
も
た
れ
る
不
穏
な
動
き
を
し
て
き
た
伊
達
勢
で
あ
る
。
こ

ち
ら
に
は
そ
れ
な
り
の
負
い
目
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
情
報
上
作
が
な
さ
れ
る

可
能
性
は
高
い
。
小
田
原
参
戦
で
の
内
股
脅
薬
以
来
、
政
宗
の
胡
散
臭
さ
が

語
ら
れ
て
き
た
作
品
の
流
れ
と
照
応
さ
せ
る
と
苔
‘
言
外
の
か
く
な
る
判
断

を
想
定
す
る
の
は
妥
当
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

奥
羽
の
一
揆
が
終
結
し
「
腫
物
の
根
か
抜
け
た
や
う
に
全
く
平
定
」
し
た

後
に
、
前
田
利
家
か
氏
郷
と
政
宗
の
間
を
調
停
す
る
話
（
⑳
）
が
置
か
れ
て

い
る
。
こ
の
場
面
は
こ
れ
ま
で
の
展
開
と
時
代
の
捉
え
方
を
象
徴
的
に
総
括

す
る
。
こ
の
席
に
政
宗
は
長
さ
が
一
尺
八
九
寸
も
あ
る
朱
鞘
の
大
脇
指
を
さ

し
て
ぎ
た
。
ま
だ
ザ
右
盛
り
の
政
宗
だ
か
ら
と
、
こ
れ
を
「
使
ふ
つ
も
り
で
無

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
て
何
で
有
ら
う
。
使
ふ
つ
も
り
で
あ
る
‘
は
ん
と
に
使
ふ
つ
も
り
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
」
と
語
り
手
は
評
す
る
。
こ
れ
ま
で
政
宗
を
怪
し
く
感
じ
る
よ

う
方
向
付
け
ら
れ
て
き
た
読
者
に
は
、
か
く
な
る
彼
な
ら
天
ド
取
り
の
野
望

の
た
め
‘
毒
を
も
「
は
ん
と
に
使
ふ
つ
も
り
」
が
あ
っ
た
と
て
不
思
議
で
は

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
印
象
を
与
え
ら
れ
よ
う
。
彼
は
利
家
の
「
政
宗
殿
に
は

た
て
な
る
御
ン
仕
立
」
と
い
う
皮
肉
に
「
遠
国
に
候
故
」
と
答
え
、
「
謹
ん

で
お
と
な
し
く
し
た
」
と
語
ら
れ
る
。
若
く
て
血
気
盛
ん
な
田
舎
者
の
政
宗

と
‘
臆
長
け
て
威
厳
の
備
わ
っ
た
利
家
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
。
前
者
は

戦
国
の
世
の
ま
さ
に
戦
国
件
を
、
後
者
は
そ
れ
を
鎮
め
統
一
へ
向
か
う
平
定

力
を
象
徴
す
る
。
こ
こ
で
は
一
旦
前
者
か
後
者
に
屈
服
さ
れ
る
形
で
あ
る
。

さ
す
か
の
伊
達
者
も
以
後
謹
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
代
認
識
の
根
底
に
は
‘
あ
の
繰
り
返
し
現
れ
る
沸
る
湯
の
イ

メ
ー
ジ
・
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
。

ま
た
人
の
枇
と
い
ふ
も
の
は
‘
其
代
々
で
各
々
異
な
つ
て
居
る
。
自
然

そ
の
ま
、
の
や
う
な
時
も
あ
る
。
形
式
づ
く
め
で
定
ま
り
き
っ
た
や
う

な
時
も
あ
る
、
悪
く
小
利
口
な
代
も
あ
る
、
情
欲
崇
拝
の
代
も
あ
る
‘

信
仰
堅
固
の
代
も
あ
る
‘
だ
ら
け
き
っ
た
ケ
チ
な
時
代
も
あ
る
、
人
々

の
心
か
鋭
く
強
く
な
っ
て
沸
り
き
っ
た
湯
の
や
う
な
代
も
あ
る
‘
徴
閑

の
う
よ
っ
く
に
最
も
適
し
た
ナ
マ
ヌ
ル
の
湯
の
や
う
な
時
も
あ
る
、
冷

く
て
活
気
の
乏
し
い
水
の
や
う
な
代
も
あ
る
。
其
中
で
沸
り
立
っ
た
や

う
な
世
の
さ
ま
を
観
た
り
語
っ
た
り
す
る
の
も
亦
‘
面
白
く
な
い
こ
と

も
あ
る
ま
い
。

水
か
そ
の
姿
を
変
え
る
様
に
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
相
が
あ
る
。
時

代
様
相
の
変
遷
に
水
の
状
態
可
変
性
が
比
喩
と
し
て
煎
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
政
宗
を
戦
国
気
風
の
強
い
存
在
に
し
、
ま
た
そ
う
さ
せ
う
る

史
料
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
は
‘
一
節
で
指
摘
し
た
全
国
統
一
と
安
定
を
象

徴
す
る
検
地
や
JJ
狩
が
語
ら
れ
な
い
事
情
と
同
じ
方
向
の
上
に
あ
る
も
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
「
沸
り
き
っ
た
世
」
と
イ
メ
ー
ン
さ
れ
た
時
代
相
の
方
向
に

沿
う
よ
う
に
物
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
政
宗
像
も
英
雄
豪
傑
た
ち

の
力
動
の
火
花
が
飛
び
散
る
こ
の
時
代
に
置
く
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
だ
と
い

え
よ
う
。
い
わ
ば
時
代
状
況
の
乃
十
む
危
険
性
の
局
面
で
切
り
取
ら
れ
た
政
宗

像
な
の
だ
っ
た
。
「
ま
だ
泰
平
の
肝
で
は
無
い
、
戦
乱
の
世
で
あ
る
」
と
い

う
言
業
が
彼
を
評
す
る
場
所
に
添
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

語
り
手
は
こ
の
「
沸
り
き
っ
た
湯
の
や
う
な
代
」
に
対
し
両
価
的
な
態
度
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を
示
す
。
そ
れ
は
「
徽
菌
の
う
よ
っ
く
に
最
も
適
し
た
ナ
マ
ヌ
ル
の
湯
の
や

う
な
時
」
と
対
附
す
る
と
ぎ
〈
潔
い
柑
〉
と
い
う
土
日
定
的
意
味
を
引
き
出
し
、

そ
れ
に
何
よ
り
「
冷
く
て
活
気
の
乏
し
い
水
の
や
う
な
代
」
と
対
置
さ
れ
る

こ
の
時
代
の
活
気
に
お
い
て
こ
そ
、
氏
郷
や
秀
吉
の
よ
う
な
巨
人
も
生
ま
れ

得
た
の
で
あ
る
。
だ
が
彼
ら
を
産
ん
だ
こ
の
時
代
は
ま
た
「
恐
ろ
し
い
、
そ

し
て
馬
鹿
げ
た
世
」
な
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に

作
品
の
文
脈
に
隠
微
に
提
示
さ
れ
て
き
た
の
は
む
し
ろ
こ
の
「
ひ
ど
い
世
」

の
側
面
だ
っ
た
。
こ
の
二
面
性
の
事
態
は
、
作
品
か
ト
ピ
ソ
ク
の
選
択
に
よ

り
異
な
っ
た
色
合
い
を
生
じ
さ
せ
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
構
造
を
持
っ
た
も
の

と
捉
え
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
個
々
の
英
雄
を
英
雄
と
し
て
語
る

も
の
と
し
て
読
ん
だ
な
ら
、
ま
る
で
英
雄
賛
美
の
物
語
で
し
か
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
だ
か
こ
れ
を
よ
り
巨
視
的
に
時
代
の
有
様
を
語
る
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
時
代
相
を
顕
在
化
さ
せ
て
読
ん
だ
な
ら
ど
う
か
。
「
沸
り
ぎ
っ
た
湯
」

は
甚
だ
危
険
な
も
の
で
も
あ
る
。
秀
吉
の
全
国
統
治
は
奇
跡
的
に
速
や
か
に

な
さ
れ
た
が
、
あ
た
か
も
湯
を
無
理
に
抑
え
付
け
れ
ば
‘
蒸
気
が
蓋
を
押
し

破
り
溢
れ
噴
き
出
す
よ
う
に
、
有
り
余
っ
た
時
代
の
エ
ネ
ル
キ
ー
は
朝
鮮
侵

略
と
い
う
形
で
噴
ぎ
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
も
な
っ
た
。
物
質
の
物
理

現
象
的
な
力
動
性
が
、
歴
史
を
鳥
眺
す
る
視
点
に
、
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
・

モ
デ
ル
と
し
て
詩
的
な
一
体
化
を
遂
げ
て
い
る
形
の
歴
史
認
識
の
あ
り
よ
う

を
想
定
す
る
こ
と
か
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
秀
吉
に
対
す
る
判
断
の
あ
り
方
は
興
味
深
い
。
政
宗
に
つ
い
て
曖
昧

だ
っ
た
の
と
対
照
的
に
‘
秀
吉
の
氏
郷
毒
殺
説
は
毅
然
と
し
て
拒
否
し
て
い

る
。
こ
の
自
信
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
。
悼
尾
の
段
に
「
政
宗
を
さ

ヘ
羽
柴
陸
奥
守
に
し
て
居
る
太
閤
が
、
何
で
氏
郷
に
毒
を
飼
ふ
や
う
な
卑
劣

狭
小
な
心
を
有
た
う
。
太
閤
は
そ
ん
な
ケ
チ
な
魂
を
有
つ
て
は
居
ぬ
人
と
思

は
れ
る
」
と
あ
る
。
あ
ま
り
に
人
物
論
的
な
判
断
に
見
え
主
観
的
過
ぎ
る
と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
こ
こ
で
も
手
続
き
は
隠
蔽
さ
れ
、
主
観
的

•
感
情
的
で
あ
る
か
の
ご
と
き
見
せ
か
け
で
人
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

太
閤
が
氏
郷
を
忌
ん
で
石
田
三
成
と
直
江
兼
続
の
言
を
用
ゐ
、
利
休
の

弟
子
の
瀬
田
掃
部
正
忠
に
命
じ
て
毒
茶
を
飲
ま
せ
た
な
ど
と
云
ふ
の
は
‘

実
に
忘
々
し
い
。
正
中
心
の
茶
に
招
か
れ
て
、
帰
宅
し
て
血
を
喀
い
た
こ

と
は
有
ら
う
が
、
そ
れ
は
病
気
の
故
で
有
っ
た
ら
う
。
無
い
事
に
證
撮

は
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
毒
を
飼
は
な
か
っ
た
證
腺
は
無
い
繹
だ
が
、

太
閤
が
毒
を
飼
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。
太
閤
が
然
様
な

こ
と
を
す
る
人
と
は
思
へ
な
い
ば
か
り
で
無
い
、
然
様
な
こ
と
を
す
る

必
要
が
何
処
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
氏
郷
が
生
き
て
居
れ
ば
、
豊
臣
家
は

却
つ
て
彼
様
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
氏
郷
が
利
家
と
仲
良
く
‘

利
家
は
好
い
人
物
で
あ
り
、
氏
郷
と
家
康
と
は
肌
合
が
合
は
ぬ
の
で
あ

っ
た
。
然
様
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ぬ
や
う
な
寝
惚
け
た
秀
吉
で
は
無
い
。

批
判
対
象
に
さ
れ
た
記
事
は
『
野
史
]
の
も
の
だ
が
、
こ
の
「
忌
々
し

い
」
は
秀
吉
の
体
而
を
傷
つ
け
た
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
、
ま
こ
と
し
や

か
に
氏
郷
毒
殺
説
を
再
生
産
す
る
歴
史
叙
述
者
の
無
反
省
さ
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。
毒
殺
説
は
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
少
し
史
料
に
当
た
れ

ば
す
ぐ
気
づ
か
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
以
降
に
な
さ
れ
た
歴
史
叙
述

に
ば
か
り
散
見
す
る
と
い
う
市
実
で
あ
る
。
『
氏
郷
記
』
も
寛
永
十
年
ま
で

記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
の
点
で
は
同
じ
。
同
時
代
人
の
記
述
し
た
も
の
で

は
む
し
ろ
太
閤
と
氏
郷
が
[
心
安
ぎ
間
が
ら
」
（
『
老
人
雑
話
口
で
あ
る
こ

と
や
、
ま
た
曲
伯
瀬
道
三
の
『
医
学
天
正
記
]
に
は
、
病
を
得
た
氏
郷
の
た

め
に
諸
医
の
手
配
な
ど
手
を
尽
く
す
太
閤
の
姿
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
傾
向
に
露
伴
が
気
づ
か
な
い
は
す
は
な
い
。
こ
の
点
を
疑
っ
た
先
例
は
岡
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本
保
孝
の
『
難
波

iL
』
に
「
逍
―
―
ー
が
配
剤
録
（
『
医
学
天
正
記
』
と
同
し
ー

引
川
者
注
）
に
て
み
れ
は
‘
太
閤
も
氏
郷
の
所
労
を
心
苦
し
う
お
ぱ
し
た
る

、

、

、

、

、

、

、

、

、

趣
な
り
。
（
中
略
）
そ
も
（
＼
御
当
家
に
て
は
‘
た
れ
と
は
な
し
に
石
田
を

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

ば
あ
し
き
ざ
ま
に
い
ひ
息
ふ
な
れ
ば
‘
不
根
の
説
を
伝
へ
た
る
こ
と
も
あ
り

、
、
、

ぬ
べ
し
」
と
す
で
に
備
わ
る
。
徳
川
の
代
に
な
っ
て
三
成
を
悪
く
云
う
イ
デ

オ
ロ
キ
ー
的
偏
向
と
結
び
つ
い
て
派
生
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
露
伴
も
こ
の

あ
た
り
を
真
相
と
し
て
見
当
は
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

引
用
後
半
傍
線
部
は
当
時
の
政
治
状
況
の
適
切
な
要
約
で
も
あ
る
。
秀
吉

と
も
な
れ
ば
、
豊
臣
政
権
を
安
定
さ
せ
る
の
に
何
か
最
善
の
道
て
あ
る
か
く

ら
い
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
は
〈
表

2
〉
⑨
の
秀
吉
か
氏
郷

を
会
津
に
仔
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
の
三
説
を
並
へ
た
件
で
、
『
野
史
』

に
拠
る
第
二
の
説
に
対
し
、
こ
れ
で
は
秀
占
の
眼
力
か
疑
わ
し
く
な
る
と
ム

ち
と

う
理
由
か
ら
「
面
白
く
無
く
思
は
れ
る
」
、
「
此
談
も
些
受
取
り
か
ね
る
」
と

い
う
否
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
氏
郷

か
居
て
こ
そ
豊
臣
家
は
安
泰
た
り
え
た
の
だ
が
、
惜
し
む
べ
し
四
十
歳
の
店

さ
で
病
没
し
た
。
戦
固
件
と
近
世
性
、
ま
た
西
国
勢
と
東
国
勢
の
危
う
い
勢

力
均
衡
に
あ
っ
た
流
動
的
な
こ
の
時
期
で
は
‘
状
況
は
ど
う
動
く
か
知
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
作
品
は
氏
郷
没
後
、
蒲
生
家
や
豊
臣
家
の
行
く
末
を
何
も

語
ら
な
い
。
氏
郷
の
一
代
記
だ
か
ら
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
だ
が
氏

郷
が
い
れ
ば
家
康
に
対
抗
し
え
た
こ
と
を
は
の
め
か
し
、
ま
た
利
家
の
卓
抜

な
調
停
力
を
逸
話
と
し
て
語
り
終
わ
る
本
作
は
‘
〈
氏
郷
が
夭
逝
し
て
い
な

け
れ
ば
〉
、
〈
利
家
に
あ
と
少
し
の
余
命
が
あ
れ
ば
〉
云
々
と
い
う
イ
フ
の
歴

史
に
誘
う
。
可
能
性
の
束
と
し
て
の
歴
史
現
場
の
あ
り
方
に
置
き
去
り
に
す

る
こ
と
で
流
動
性
の
断
面
を
示
し
つ
つ
、
イ
フ
の
余
韻
を
読
者
の
耳
に
残
郷
音

さ
せ
た
ま
ま
幕
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

※
露
伴
作
品
の
引
用
は
『
露
伴
全
集
』
（
岩
波
書
店
）

は
論
者
に
よ
る
。

に
よ
る
。
傍
点
傍
線

注①
井
田
卓
二
蒲
生
氏
郷
」
ー
露
伴
の
力
法
に
つ
い
て
—
言
」
（
「
比
較
文
学
研
究
」

二
六
号
。
昭
和
四
JL
年
ト
一
月
）
に
詞
様
の
指
摘
か
あ
る
。

②
こ
の
こ
と
は
露
伴
の
水
に
つ
い
て
の
多
く
の
文
音
十
や
、
幸
田
文
の
回
愁
「
水
」

（
『
こ
ん
な
こ
と
』
昭
和
二
五
年
）
な
ど
て
窺
わ
れ
る
。

③
『
仙
台
藩
柑
実
鉢
』
は
柳
田
泉
の
「
露
伴
先
4
蔵
書
瞥
見
記
」
て
作
家
の
所
＂
威

か
確
認
さ
れ
て
い
る
。
露
伴
の
所
蔵
し
て
い
た
の
は
明
治
十
三
年
刊
の
刊
本
と
推

測
さ
れ
る
。

印
『
野
史
』
か
集
中
的
に
利
用
各
れ
る
〈
人
2
〉
⑥
I
⑧
て
‘
[
…
と
云
は
れ
て
ゐ

る
」
「
…
と
さ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
仏
聞
形
式
の
利
用
に
よ
り
、
そ
の
記
辿
に

対
す
る
件
離
感
を
取
る
利
用
の
仕
方
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
『
野
史
』
に
対
す
る

作
家
の
態
度
を
小
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤
他
に
史
籍
閉
覧
所
収
の
『
浦
生
氏
郷
記
』
が
あ
り
、
露
伴
も
利
用
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
氏
郷
の
戦
功
や
逸
話
を
断
片
的
に
記
し
た
も
の
で
、
体
系
的
な
歴
史
叙
述

と
は
ム
え
な
い
。
ま
た
『
浦
生
軍
記
』
と
言
う
も
の
も
あ
る
か
、
こ
れ
は
『
氏
郷

記
』
を
部
分
的
に
省
略
し
文
革
を
多
少
改
め
た
リ
ラ
イ
ト
版
と
い
え
る
も
の
で
、

そ
の
内
容
は
『
氏
郷
記
』
に
包
含
さ
れ
る

C

本
作
で
は
『
軍
記
』
に
省
略
さ
れ
て

い
る
箇
所
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
作
家
か
『
氏
郷
記
」
に
抵
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑥
井
田
中
氏
は
社
①
論
文
で
ア
政
宗
が
わ
す
か
1
歳
の
時
に
先
鋒
と
な
る
こ
と
を

父
に
耳
叩
う
た
と
い
う
ア
ネ
ク
ト
ー
ト
を
露
伴
は
惑
心
し
て
話
し
て
い
る

c

し
か
し

こ
れ
は
天
lr
十
年
、
政
宗
1
，
ハ
歳
の
時
の
話
と
し
て
仏
わ
っ
て
い
る
の
を
‘
露
伴

が
間
違
っ
て
記
憶
し
て
い
た
ら
し
い
の
だ
。
」
と
さ
れ
て
い
る
か
、
む
し
ろ
こ
う
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し
た
点
の
一
致
は
露
伴
が
「
藩
柑
実
録
』
に
腺
っ
て
い
る
こ
と
を
証
拠
づ
け
る
も

の
と
見
な
し
て
良
か
ろ
う
。
「
天
lE
四
年
」
な
ら
政
宗
は
十
歳
の
は
ず
だ
か
ら
て

あ
る
。

⑦
井
田
卓
氏
の
注
山
論
文
に
、
こ
の
場
面
か
『
藩
柑
実
録
』
に
基
づ
く
こ
と
に
つ

い
て
指
摘
が
あ
る
。

⑧
現
代
文
学
大
系

3

『
幸I
l
l露
伴
•
樋
ロ
一
莱
集
』
（
筑
摩
告
房
。
昭
和
四

0
年

―
-
＿
月
）
「
解
説
」

⑨
こ
う
し
た
態
度
表
明
は
史
伝
物
第
一
作
で
あ
る
云
笠
朝
」
（
明
治
四
一
年
）
の

「
引
」
に
「
無
論
歴
史
家
の
領
域
に
人
つ
て
其
の
真
似
を
為
た
の
な
ど
で
は
無
い
‘

言
は
ゞ
頼
朝
に
関
し
た
一
夕
話
を
試
み
た
と
い
ふ
迄
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
あ

っ
て
、
作
家
に
一
貰
し
て
い
た
も
の
て
あ
る
。

⑩
こ
の
よ
う
な
観
察
は
当
時
の
イ
エ
ズ
ス
会
宜
教
師
の
記
録
に
見
ら
れ
る
。
一
五

九
五
年
二
月
十
四
日
付
の
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
書
簡
て
、
秀
吉
は
氏
郷
か
危
篤
て

あ
る
と
言
う
報
告
を
受
け
取
っ
た
と
き
‘
「
も
し
飛
騨
殿
か
現
世
か
ら
亡
く
な
れ

ば
、
予
は
予
の
跡
継
ぎ
た
ち
に
専
制
主
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
す
べ
て
の
希
塑
を
す

て
に
失
っ
た
こ
と
に
な
る
」
（
松
田
毅
一
監
訳
『
十
六
•
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
H

本
報
告
集
第
一
期
第
二
巻
』
。
昭
和
，
ハ
ニ
年
九
月
）
と
落
涙
し
な
か
ら
云
っ
た

と
さ
れ
る
。
露
伴
が
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
証
拠
は
な
い
が
、
実
弟
の
幸
田
成
友
か

日
欧
通
交
史
に
詳
し
か
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
は
何
ら
か
の
情
報
を
得
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
上
課
程
）
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