
(139)近世中期における「明君録」の形成過程

近
世
中
期
に
お
け
る
「
明
君
録
」
　
の
形
成
過
程

-
　
荏
戸
善
政
著
『
麹
楚
篇
』
　
の
事
例
　
-

,
＼
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し
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l
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近
年
の
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
'
史
料
と
し
て
の
書
物
に
光
を

当
て
へ
書
物
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
様
々
な
論
点
が
提
起
さ

(
-
)

れ
て
き
て
い
る
。
近
世
に
は
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
書
物
が
作
成
さ
れ
'

流
通
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
「
明
君
録
」
　
は
そ
う
し
た

も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
明
君
録
を
初
め
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
へ
藩

体
制
の
特
質
や
近
世
の
　
「
政
治
文
化
」
等
を
論
じ
た
の
が
深
谷
克
己

(
2
)

で
あ
る
。
深
谷
に
よ
れ
ば
'
明
君
録
は
'
「
明
君
」
　
の
逸
話
集
=
明

君
言
行
録
や
大
名
家
の
歴
史
編
纂
書
と
し
て
書
か
れ
た
「
明
君
の
記

録
」
　
で
あ
る
。
「
明
君
」
　
は
英
傑
の
藩
祖
・
初
期
の
明
君
・
中
興
の

英
主
な
ど
と
評
さ
れ
る
将
軍
や
大
名
で
あ
り
'
全
国
で
作
成
さ
れ
た

明
君
録
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
こ
う
し
た
明
君
録
は
'
お
お
む
ね

現
在
・
次
代
の
藩
主
へ
奉
呈
さ
れ
る
も
の
で
'
一
八
世
紀
半
ば
頃
か

(
3
)

ら
増
加
し
て
く
る
と
い
う
。
以
上
に
概
要
を
示
し
た
が
'
明
君
録
の

研
究
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
り
'
様
々
な
視
角
か
ら
の
個

別
事
例
の
蓄
積
が
必
要
な
段
階
で
あ
る
。
明
君
録
が
写
本
等
の
形
で

書
物
と
し
て
流
布
L
へ
読
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
流
布
や
受
容

の
あ
り
方
等
多
-
の
検
討
課
題
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
が
、
現
在
の

研
究
段
階
で
は
個
々
の
明
君
録
の
形
成
過
程
が
ま
ず
は
問
わ
れ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る
際
に
注
目
さ
れ
る
の
が
'

明
君
録
の
増
加
が
一
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
へ
　
明
君
録
が
特
に
一
八
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
な
意
味

を
持
ち
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
当
該
期
の
諸
動
向
と
の
関
連

で
読
み
解
-
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
が
'
多
く
の
藩
で
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取
り
組
ま
れ
た
中
期
藩
政
改
革
の
動
向
で
あ
ろ
う
。
吉
永
昭
は
、
近

世
中
期
以
降
の
諸
藩
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
配
体
制
内
部
の
矛
盾
と

対
立
が
激
化
し
て
い
る
と
し
て
'
権
威
の
象
徴
で
あ
る
べ
き
藩
主
の

地
位
の
形
骸
化
・
深
刻
な
危
機
に
規
定
さ
れ
た
藩
内
の
分
裂
・
政
治

(
4
)

路
線
を
め
ぐ
る
対
立
の
表
面
化
な
ど
の
事
態
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
'
財
政
窮
乏
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
矛
盾
が
顕
在
化
す

る
中
で
藩
政
が
動
揺
し
'
藩
主
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
事
態
に
立
ち

至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
荻
慎
1
郎
は
'

米
沢
藩
の
改
革
を
事
例
に
'
一
八
世
紀
以
降
諸
矛
盾
の
増
大
に
よ
る

大
名
宗
主
権
の
動
揺
と
大
名
権
威
の
失
墜
化
現
象
が
み
ら
れ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
背
景
に
'
中
期
藩
政
改
革
に
お
い
て

は
'
大
名
権
威
・
宗
主
権
の
回
復
が
一
課
題
と
な
り
へ
　
「
仁
政
」
　
の

内
容
を
「
情
」
を
中
核
と
し
た
個
性
的
徳
目
の
体
現
と
し
て
評
価
す

る
「
名
君
像
」
が
意
識
的
に
創
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
藩

政
改
革
研
究
に
お
い
て
は
、
当
該
期
に
藩
主
の
位
置
づ
け
が
動
揺
し
'

新
た
な
大
名
像
の
構
築
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
と

言
え
る
が
'
明
君
録
の
存
在
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
右
の
よ
う
な
藩
政
の
動
向
と
明
君
録
の
成
立

と
の
間
に
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
へ
　
当

該
期
の
「
明
君
」
像
の
特
質
と
と
も
に
な
お
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
藩
政
改
革
の
捉
え
方
が
「
階
級
対
立
」
を
基
調
と
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
従
来
の
　
「
明
君
」
　
(
倭
)
　
に
つ
い
て
の
議
論

で
は
'
政
治
(
藩
政
)
　
に
対
す
る
民
衆
の
規
定
性
を
十
分
に
捉
え
切

れ
な
い
点
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
期
の
　
「
名
君
」
　
に
つ
い
て
は
、
思
想
史
・
教
育

m
雨

史
の
観
点
か
ら
辻
本
雅
史
に
よ
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
辻

本
は
、
「
名
君
」
　
を
　
「
近
世
中
期
の
歴
史
的
呼
称
」
　
と
し
へ
　
改
革
を

成
功
に
導
い
た
強
力
な
政
治
主
体
で
あ
る
と
捉
え
て
　
「
折
衷
学
派
」

の
儒
者
細
井
平
洲
の
思
想
を
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
'
平
洲
の

「
名
君
」
像
は
'
強
靭
な
改
革
主
体
の
形
成
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
'

ま
た
へ
君
主
に
誠
実
な
「
仁
政
」
　
の
実
践
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

君
主
の
誠
実
な
実
践
を
前
提
に
'
民
衆
の
心
情
を
論
理
に
組
み
込
ん

だ
平
洲
の
教
説
は
'
民
衆
に
対
し
て
一
定
の
説
得
力
を
持
つ
も
の

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
平
洲
の
君
主
像
こ
そ
「
近
世
中
期
の
　
「
名
君
」

(
6
)

が
求
め
た
理
想
的
な
姿
」
　
で
あ
っ
た
と
す
る
。
辻
本
氏
の
議
論
は
説

得
的
で
あ
る
が
、
藩
政
改
革
の
重
要
性
を
鋭
く
指
摘
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
中
心
的
に
担
っ
た
領
主
層
の
思
想
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
へ
　
明
君
録
の
存
在
に
も
言
及
は
な
-
'
平
洲
の
よ
う
な
思
想
家

と
明
君
録
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
言

え
t
C
ォ
'
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そ
こ
で
本
稿
で
は
'
明
君
録
の
個
別
事
例
の
一
つ
と
し
て
'
米
沢

藩
中
興
の
祖
と
も
称
さ
れ
る
上
杉
治
憲
(
鷹
山
)
　
を
描
い
た

ぎ

ょ

う

そ

へ

ん

　

の

ぞ

き

よ

し

ま

き

『
麹
楚
篇
』
　
(
荏
戸
善
政
著
)
　
を
取
り
上
げ
へ
　
考
察
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
具
体
的
に
は
、
『
勉
楚
篇
』
　
流
布
の
過
程
と
背
景
へ
一
八
世
紀

後
半
に
成
立
し
た
明
君
像
の
特
質
及
び
そ
の
背
景
と
し
て
の
著
者
の

思
想
形
成
過
程
へ
　
「
明
君
」
　
自
体
が
当
該
期
の
藩
政
に
お
い
て
持
っ

た
意
味
へ
　
な
ど
の
解
明
を
課
題
と
し
た
い
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
解

明
に
よ
っ
て
明
君
録
研
究
の
方
法
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も

(
7
)

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
考
察
の
対
象
と
す
る
『
麹
楚
篇
』
　
に
関
連
し
て
い
く
つ

か
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
へ
　
『
麹
楚
篇
』
　
は
'
寛
政
元
　
(
一
七
八

九
)
　
年
四
月
の
序
を
持
ち
へ
　
同
二
年
九
月
へ
　
世
子
上
杉
顕
孝
に
献
呈

さ
れ
た
上
杉
治
憲
の
言
行
録
で
あ
る
。
米
沢
藩
の
藩
校
興
譲
館
提
学

神
保
蘭
室
・
細
井
平
洲
・
荏
戸
善
政
の
序
文
を
持
ち
へ
　
本
文
は
五
十

六
箇
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
『
麹
楚
篇
』
　
に
描
か
れ
る
上
杉

治
憲
　
(
寛
延
四
　
へ
一
七
五
1
)
　
～
文
政
五
　
八
一
八
二
二
)
)
　
は
'
宝

暦
一
〇
　
(
一
七
六
〇
)
年
へ
米
沢
藩
主
上
杉
垂
足
の
養
子
と
な
り
へ

明
和
四
　
(
一
七
六
七
)
年
に
家
督
を
継
ぎ
、
細
井
平
洲
を
賓
師
と
し

て
'
奉
行
(
家
老
)
竹
俣
当
綱
や
荏
戸
善
政
ら
と
と
も
に
明
和
・
安

永
改
革
へ
　
寛
政
改
革
を
進
め
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
著
者
荏
戸
九

郎
兵
衛
善
政
(
大
草
、
享
保
二
〇
八
一
七
三
五
)
～
享
和
三
　
八
一
八

〇
三
)
)
　
は
中
級
家
臣
団
に
属
し
'
寛
延
四
年
に
家
督
を
相
続
へ
　
中

之
問
詰
に
入
り
へ
　
知
行
高
は
一
八
〇
石
。
明
和
四
年
八
月
へ
藩
主
治

憲
の
小
姓
を
命
ぜ
ら
れ
'
同
六
年
正
月
に
は
町
奉
行
と
な
る
。
安
永

元
　
(
一
七
七
二
)
年
へ
　
小
姓
頭
と
な
り
へ
　
三
百
石
に
加
増
。
こ
の
間
、

竹
俣
当
綱
ら
と
と
も
に
明
和
・
安
永
改
革
を
推
進
し
て
い
る
。
天
明

二
　
(
一
七
八
二
)
年
の
竹
俣
当
綱
失
脚
を
う
け
て
同
三
年
隠
居
。
そ

の
後
へ
寛
政
三
年
へ
　
五
百
石
に
て
中
老
に
任
じ
ら
れ
る
。
以
後
へ
寛

政
改
革
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
、
寛
政
六
年
に
は
千
石
に
加
増
さ
れ

て
奉
行
職
を
命
じ
ら
れ
'
以
後
没
す
る
ま
で
改
革
を
進
め
た
。
荏
戸

IrAi

は
多
-
の
著
述
を
遺
し
た
が
'
『
麹
楚
篇
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
o

l
　
『
勉
楚
篇
』
流
布
の
過
程
と
背
景

こ
こ
で
は
、
『
麹
楚
篇
』
　
の
諸
写
本
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

そ
の
ひ
ろ
が
り
の
様
相
を
み
て
い
き
た
い
。
現
存
す
る
『
勉
楚
篇
』

に
つ
い
て
は
、
一
覧
表
を
作
成
し
た
の
で
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず
へ
　
諸
写
本
の
成
立
年
代
か
ら
『
麹
楚
篇
』
　
の
流
布
し
た
時
期
を

考
え
て
み
よ
う
。
表
に
よ
る
と
、
調
査
済
の
写
本
二
八
点
の
う
ち
へ

書
写
年
代
が
判
明
す
る
も
の
は
一
〇
点
で
'
年
代
の
内
訳
は
'
文
化

期
-
二
、
文
政
期
-
一
'
天
保
期
五
'
明
治
期
二
と
な
っ
て
い
る
。
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厳
密
に
は
確
定
で
き
な
い
が
'
『
麹
楚
篇
』
　
は
文
化
期
か
ら
ひ
ろ
が

り
を
見
せ
は
じ
め
、
天
保
期
に
は
広
汎
に
流
布
す
る
状
況
に
あ
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
'
『
麹
楚
篇
』
　
は
ど
の
よ
う
な
層

に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
の
か
。
諸
写
本
の
所
蔵
先
や
写
本
作
成
者
に

つ
い
て
み
て
み
る
と
、
大
名
家
文
庫
の
所
蔵
　
k
O
3
*
l
O
-
L
O
*
L
O

L
O
・
c
o
 
c
D
等
)
　
や
「
大
人
之
命
写
之
」
　
の
注
記
を
持
つ
も
の

へ
　
大
部
の
叢
書
へ
の
所
収
　
v
r
f
・
c
o
"
　
　
'
藩
校
の
所

蔵
へ
藩
士
に
よ
る
写
本
等
O
・
S
・
S
等
)
　
の
存
在
が
目
に
つ
-
。

『
麹
楚
篇
』
　
を
受
容
し
た
の
は
う
　
領
主
層
や
諸
藩
の
藩
士
・
学
者
が

中
心
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
　
(
但
し
へ
　
3
5
の
よ
う
に
村
役

人
層
の
蔵
書
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
)
0

以
上
の
よ
う
に
　
『
麹
楚
篇
』
　
は
化
政
期
以
降
(
特
に
天
保
期
以

降
)
へ
　
武
家
を
中
心
に
広
汎
な
流
布
を
見
せ
た
と
言
え
る
。
で
は
'

そ
こ
に
は
い
か
な
る
契
機
・
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
書
写
の

過
程
を
よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
考
え
て
み
よ
う
。
『
墨
海

山
等
』
七
　
(
表
2
0
)
　
に
所
収
さ
れ
た
　
『
勉
楚
篇
』
　
の
末
尾
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

右
麹
楚
篇
'
尾
州
明
倫
堂
督
学
紀
平
洲
よ
り
薩
州
文
学
赤
崎
彦

樽
借
り
写
し
け
る
を
へ
　
箕
浦
直
葬
借
用
。
但
し
平
洲
へ
届
こ
れ

あ
り
へ
　
承
知
の
う
へ
に
て
写
す
虞
な
り
と
い
ふ
。
天
保
四
年
突

巳
孟
春
以
正
心
蔚
本
令
校
了
。
秋
l
本
乞
栖
河
藩
山
崎
久
卿
蔵

本
所
謄
写
也
。
/
磐
城
藩
　
鍋
田
三
善
/
天
保
十
三
年
壬
寅
初

冬
以
鍋
田
三
善
本
令
写
之
華
。
/
整
三
宝
　
旭
岱
閑
人

こ
れ
に
よ
る
と
う
　
ま
ず
細
井
平
洲
の
蔵
本
を
薩
摩
藩
校
造
士
館
教

授
赤
崎
彦
礼
(
源
助
へ
　
海
門
)
　
が
借
り
写
し
へ
　
さ
ら
に
そ
れ
を
土
佐

藩
士
箕
浦
直
葬
が
　
(
平
洲
に
断
り
を
入
れ
た
上
で
)
書
写
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
簡
単
な
記
述
か
ら
で
は
あ
る
が
'
『
麹
楚
篇
』
　
の

流
布
に
平
洲
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
平
洲
が
上
杉
治
憲
の
賓
師
と
し
て
そ
の
教
育
に
心
血
を
注

い
だ
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
上
杉
治
憲
が
「
明
君
」
と
見
ら
れ
て
い
た

こ
と
と
『
麹
楚
篇
』
　
の
流
布
は
、
な
ん
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
へ
上
杉
治
憲
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
明
君
の
評
判
を
得
へ
　
平
洲

が
そ
う
し
た
評
判
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
検
討
し

(
9
)

て
み
よ
う
。
ま
ず
岡
山
藩
士
湯
浅
新
兵
衛
が
著
し
た
『
米
揮
侯
賢
行

(
2
)録

』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
同
書
は
、
湯
浅
が
米
沢
藩
の
藩
政
改

革
に
つ
い
て
の
様
々
な
情
報
を
入
手
し
、
そ
れ
を
一
書
に
ま
と
め
た

も
の
で
、
そ
の
構
成
は
「
米
揮
侯
賢
行
録
」
/
「
上
杉
家
臣
職
目
大

略
」
/
「
職
掌
次
第
大
略
」
/
「
建
学
大
意
」
　
(
細
井
平
洲
著
)
　
/

「
博
文
館
釈
菜
儀
」
　
と
な
っ
て
い
る
。
同
書
の
中
心
を
な
す
　
「
米
滞

662
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侯
賢
行
録
」
は
、
米
沢
藩
に
お
け
る
安
永
期
の
改
革
政
策
を
具
体
的

に
描
写
し
た
も
の
で
'
治
憲
の
言
行
録
と
い
う
よ
り
は
'
優
れ
た
政

治
と
し
て
の
米
沢
藩
政
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
建
学
大

意
」
は
安
永
五
年
に
米
沢
藩
の
藩
校
興
譲
館
が
設
立
さ
れ
た
際
に
細

井
平
洲
が
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
湯
浅
は
同
書
を
ま
と
め
る
に
あ

た
っ
て
'
ど
の
よ
う
に
し
て
改
革
の
情
報
を
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
湯
浅
が
「
建
学
大
意
」
　
に
付
し
た
抜
文
を
み
て
み
よ
う
。

建
学
大
意
ハ
如
来
先
生
(
平
洲
-
筆
者
注
)
　
ノ
著
ス
所
ナ
-
0

米
津
侯
賢
行
恩
恵
有
リ
テ
国
内
二
施
ス
コ
ト
年
有
り
。
蓋
シ
侯

ノ
性
古
之
道
ヲ
尊
ど
う
　
城
府
二
学
館
ヲ
建
テ
'
興
譲
館
ト
名
ヅ

ク
。
侯
先
生
ヲ
師
ト
シ
'
篤
ク
寵
遇
シ
、
国
士
亦
先
生
二
服
従

ス
。
予
幸
ヒ
二
乗
役
シ
テ
先
生
二
見
工
へ
此
書
ヲ
覧
ル
コ
ト
ヲ

請
フ
。
-
敢
テ
辞
ス
ト
云
。
予
屡
之
ヲ
乞
ヒ
テ
謄
写
ス
ル
ヲ
得
。

故
二
帳
中
二
秘
ス
。
/
　
安
永
丁
酉
冬
　
備
藩
　
湯
明
善
子

誠
　
(
モ
ト
漢
文
)

安
永
五
'
六
年
に
江
戸
に
出
向
い
た
際
に
細
井
平
洲
と
交
流
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
湯
浅
は
、
た
び
た
び
　
「
建
学
大
意
」
　
の
閲
覧
を
請

い
へ
　
つ
い
に
借
り
受
け
て
筆
写
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
へ
　
湯
浅
は
米
沢
藩
政
の
情
報
を
平
洲
に
得
て
'
同
六
年
に
は

「
米
滞
侯
賢
行
録
」
　
を
著
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述

か
ら
へ
　
安
永
六
年
に
は
す
で
に
治
憲
に
対
し
て
　
「
賢
行
」
　
「
恩
恵
」

の
藩
主
と
い
う
評
価
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
へ

湯
浅
が
「
米
滞
侯
賢
行
録
」
と
し
て
米
沢
藩
の
藩
政
を
書
き
記
し
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
'
他
藩
の
藩
士
(
こ
の
場
合
湯
浅
)
　
に
そ
う
し
た

藩
政
を
学
び
と
ろ
う
と
す
る
志
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ

I
B右

の
よ
う
な
米
沢
藩
政
・
上
杉
治
憲
の
評
判
が
湯
浅
の
み
に
と
ど

ま
ら
な
い
こ
と
は
'
安
永
二
年
の
細
井
平
洲
書
簡
が
示
し
て
い
る
。

十
二
月
四
日
、
宮
中
に
て
相
国
方
御
列
座
の
上
へ
　
又
々
当
時
諸

侯
の
御
噂
に
及
び
申
候
所
へ
/
一
番
に
西
条
侯
/
二
番
に
米
沢

侯
/
と
の
御
噂
-
つ
ま
り
/
衆
士
の
手
伝
の
評
判
大
当

り
々
々
々
/
近
公
の
仕
舞
の
言
葉
に
'
/
併
し
年
が
わ
か
い
で

四
十
に
も
な
ら
れ
ま
し
た
ら
'
天
下
の
名
物
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
う

(
2
)

と
の
由
。
う
れ
し
い
t
　
を
そ
ろ
し
ひ
こ
と
か
な
へ
　
こ
と
か
な
-

詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
'
「
宮
中
」
　
の
　
「
相
国
方
」
　
が
治
憲
と

米
沢
藩
政
(
「
衆
士
の
手
伝
」
)
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
を
聞
い
た
平

洲
が
そ
れ
を
「
う
れ
し
い
、
を
そ
ろ
し
ひ
こ
と
」
と
し
て
報
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
右
の
一
節
か
ら
は
う
　
平
洲
が
治
憲
と
米
沢
藩
政
を
す

ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
吹
聴
す
る
志
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で

き
よ
う
。
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荏
戸
善
政
も
こ
の
よ
う
な
評
判
の
存
在
を
強
-
意
識
し
て
い
た
。

御
名
誉
天
下
に
轟
候
得
ハ
'
明
君
よ
賢
君
よ
と
諸
国
の
人
も

(
2
)

可
奉
兄
上
候
(
「
上
治
憲
公
書
案
」
へ
安
永
三
年
七
月
三
日
)

敵
邑
之
事
変
も
か
し
こ
も
そ
こ
!
1
に
て
'
賓
に
馨
肇
の
半
に

引
風
刺
列
、
去
と
ハ
/
ー
気
の
毒
の
事
共
に
御
坐
候
、
然
る
に

い
か
1
の
事
に
御
坐
候
哉
、
名
の
高
-
間
へ
の
遠
き
事
へ
常
々

の
憂
此
事
に
御
坐
候
=
・
馨
撃
の
賓
に
過
た
る
ハ
前
候
に
相
違
も

無
御
坐
候
へ
其
不
行
届
ハ
何
事
そ
と
申
せ
ハ
'
園
用
の
不
足
に

て
御
坐
候
へ
　
(
「
南
宮
大
淋
往
復
書
簡
」
へ
安
永
五
年
四
月
)

荏
戸
は
'
「
天
下
」
　
で
治
憲
が
「
明
君
」
「
賢
君
」
　
の
評
判
を
得
て

い
る
と
認
識
し
て
い
た
が
'
藩
政
の
実
態
が
そ
の
高
い
評
判
の
半
ば

に
も
至
ら
な
い
と
し
へ
　
そ
れ
を
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
上
杉
治
憲
の
藩
主
在
任
中
か
ら
　
(
特
に
安
永

期
か
ら
)
「
明
君
」
「
善
政
」
の
評
判
が
諸
藩
の
藩
主
・
藩
士
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
た
こ
と
も
　
そ
う
し
た
評
判
の
形
成
に
は
'
細
井
平
洲
が
一

定
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
み
て
く
れ
ば
へ
　
さ
き
の
平
洲
1
赤
崎
1
箕
浦
と
い
う
『
勉
楚

篇
』
　
の
伝
播
の
過
程
に
も
同
様
の
事
情
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
『
麹
楚
篇
』
　
の
流
布
は
'
治
憲
本
人
と
米
沢
藩
政

が
と
も
に
高
-
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
へ
直
接
的
に
は
'

平
洲
と
諸
藩
の
藩
士
　
(
儒
者
)
　
と
の
交
流
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て

い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
'
政
治
的
関
心
か
ら
『
麹
楚
篇
』

が
広
-
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
　
(
但
し
へ
　
す
べ
て
の
写
本

が
そ
う
し
た
契
機
で
受
容
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
)
へ
　
『
麹
楚
篇
』
が

近
世
中
後
期
の
　
「
明
君
」
像
・
政
治
田
霜
心
を
考
察
す
る
上
で
重
要
・

好
個
の
史
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
'
受
容
の
あ
り
方
(
受
け
手
の
問
題
)
も
含
め
た
総
合
的
分

析
の
基
礎
と
し
て
『
麹
楚
篇
』
　
の
形
成
過
程
を
検
討
し
て
い
-
こ
と

と
し
た
い
。二

　
『
麹
楚
篇
』
　
の
成
立
・
内
容
と
荏
戸
善
政
の
思
想

(
一
)
荏
戸
善
政
の
政
治
思
想
と
君
主
像

『
麹
楚
篇
』
　
が
成
立
す
る
半
年
は
ど
前
の
寛
政
元
年
四
月
へ
　
荏
戸

善
政
は
「
聖
君
賢
臣
ノ
遺
言
」
を
引
い
て
政
治
の
要
を
説
い
た
『
政

語
』
　
を
著
し
て
世
子
顕
孝
に
献
上
し
て
い
る
.
『
政
語
』
　
と
　
『
勉
楚

篇
』
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
'
共
に
世
子
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

り
'
両
書
は
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
へ

『
麹
楚
篇
』
　
分
析
の
前
提
と
し
て
右
の
　
『
政
語
』
　
に
よ
っ
て
荏
戸
の

政
治
思
想
を
明
ら
か
に
L
へ
　
そ
の
中
で
君
主
が
い
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
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荏
戸
は
『
政
語
』
「
君
臣
」
章
に
お
い
て
'
「
国
民
ノ
安
カ
ラ
ン
コ

ト
ヲ
深
ク
心
二
懸
テ
世
話
ス
ル
カ
国
書
ノ
心
」
　
と
述
べ
へ
　
「
国
君
」

の
存
在
意
義
を
「
安
民
」
　
の
　
「
世
話
」
　
に
求
め
る
。
そ
の
　
「
世
話
」

の
内
容
は
'
「
国
ヲ
治
ル
大
君
人
臣
ハ
民
ヲ
安
楽
二
過
サ
シ
ム
ル
ト

云
コ
ト
ヲ
日
当
ニ
シ
テ
孝
弟
ノ
世
話
ト
農
桑
ノ
世
話
ト
ヲ
第
l
ニ
ス

ル
コ
ト
ナ
-
」
　
(
「
安
民
」
章
)
　
と
あ
る
よ
う
に
'
「
孝
弟
ノ
世

話
」
・
「
農
桑
ノ
世
話
」
が
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ
　
荏

戸
が
こ
う
し
た
「
安
民
」
実
現
の
根
本
と
し
て
重
視
す
る
の
が
'
為

政
者
(
大
君
)
　
の
　
「
徳
」
　
で
あ
る
。
『
政
語
』
「
政
教
」
章
を
み
て
み

よ
う
。

政
ヲ
為
ン
モ
ノ
ハ
先
己
力
徳
ヲ
能
修
テ
'
籾
人
々
ノ
世
話
ヲ
ハ

為
へ
キ
モ
ノ
ト
テ
　
「
君
子
有
二
諸
己
一
而
后
求
二
諸
人
こ
　
ト
ア

-
、
其
レ
ヲ
如
何
ト
ナ
レ
ハ
'
法
令
法
度
法
則
ト
ハ
　
「
民
是
二

則
之
こ
　
ト
云
'
「
則
二
天
之
明
こ
-
云
如
ク
皆
手
本
ヲ
模
シ

写
ス
ノ
意
へ
　
然
ラ
バ
我
力
行
二
法
リ
我
力
徳
二
則
レ
ト
へ
　
我
ヲ

手
本
二
我
ヲ
儀
表
二
言
出
ス
コ
ト
ナ
リ
-
国
民
ノ
身
上
ヲ
預
り

世
話
ス
ル
身
二
人
ノ
コ
ト
ヲ
投
遣
ニ
ス
ル
心
ナ
ケ
レ
バ
'
徳
ア

ル
君
ト
イ
へ
ト
モ
法
令
ノ
世
話
ヲ
ハ
ス
ル
コ
ト
ナ
-
、
祝
国
民

ヲ
安
楽
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
父
子
君
臣
夫
婦
長
幼
朋
友
ノ
交
ヨ
リ
農

桑
ソ
レ
/
ー
ノ
働
二
至
マ
テ
懇
二
諭
教
ン
ト
ス
レ
ト
モ
'
国
ノ

広
ク
民
ノ
衆
キ
中
々
戸
々
人
々
二
向
テ
ロ
ッ
カ
ラ
教
導
ン
コ
ト

ノ
叶
カ
タ
ケ
レ
ハ
'
斯
ウ
セ
ヨ
、
斯
ハ
ス
ナ
ト
云
コ
ト
ヲ
書
誌

シ
テ
触
渡
シ
教
ル
モ
ノ
へ
是
力
即
法
令
法
則
ニ
テ
'
今
イ
フ
綻

法
度
ナ
-

こ
れ
に
よ
る
と
'
為
政
者
は
ま
ず
自
身
の
徳
を
修
め
へ
　
そ
の
上
で

「
人
々
ノ
世
話
」
を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
へ
　
「
法
令
法
度

法
則
」
　
の
語
は
手
本
を
模
写
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
為
政
者
の

「
行
」
・
「
徳
」
　
は
'
民
の
　
「
手
本
」
と
し
て
　
「
法
令
」
等
の
基
礎

と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
荏
戸
の
政
治
思
想
は
基
本
的
に
'
大

君
の
　
「
徳
」
　
1
　
「
法
令
法
度
」
　
1
　
「
孝
弟
」
・
「
農
桑
」
　
の
　
「
世

話
」
1
「
安
民
」
実
現
と
い
う
構
図
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
荏
戸
の
政
治
思
想
に
お
い
て
君
主
の
　
「
徳
」
　
が
　
「
安

民
」
　
の
根
本
と
し
て
非
常
に
重
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ

「
手
本
」
　
と
し
て
の
君
徳
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
つ
つ
'
実
際
政
治

(
「
国
民
」
　
の
　
「
教
導
」
)
　
に
あ
た
っ
て
　
「
法
度
」
　
が
重
視
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
'
右
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
'
当
然
へ
　
藩
主
に
は
　
「
安
民
」

へ
の
思
い
入
れ
と
誠
実
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。
荏
戸
は

「
教
」
　
の
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

民
ヲ
安
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
ニ
ハ
教
力
其
第
一
ナ
カ
ラ
'
国
ノ
広
キ
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民
ノ
衆
キ
'
中
々
戸
々
人
々
二
向
テ
教
ヲ
施
サ
ン
コ
ト
ノ
叶
カ

タ
ケ
レ
ト
モ
、
其
教
ヲ
行
屈
カ
ス
ル
道
一
ア
リ
。
民
ヲ
安
カ
ラ

シ
メ
ン
コ
ト
ハ
教
ル
ニ
止
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
心
二
誠
二
思
ツ
メ
テ

世
話
ス
ル
コ
ト
ナ
-
。
心
ノ
教
二
離
レ
ヌ
時
ハ
行
往
坐
臥
ノ
行

ニ
モ
教
二
害
ア
リ
ヤ
否
ト
云
コ
ト
ニ
気
力
ツ
ケ
ハ
'
況
出
ス
法

令
へ
　
聴
ク
訟
ヲ
ヤ
。
斯
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
其
行
自
然
ト
徳
ヲ
成
シ
、

人
ノ
法
ル
へ
キ
手
本
ト
ナ
ル
ユ
へ
へ
　
教
モ
届
キ
法
モ
行
ル
、
ナ

リ
°

荏
戸
は
こ
の
〓
即
で
'
君
主
が
「
誠
二
恩
ツ
メ
テ
世
話
ス
ル
コ

ト
」
が
「
安
民
」
　
の
た
め
の
　
「
教
」
を
行
き
届
か
せ
る
「
道
」
　
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
誠
二
恩
ツ
メ
テ
世
話
ス
ル
コ
ト
」
　
に

よ
っ
て
「
行
往
坐
臥
ノ
行
」
さ
ら
に
は
「
出
ス
法
令
へ
聴
ク
訟
」
が

「
教
二
害
ア
リ
ヤ
否
ト
云
コ
ト
ニ
気
カ
ツ
」
-
と
い
う
の
で
あ
る
。

荏
戸
が
君
主
に
対
し
て
為
政
者
-
「
人
ノ
法
ル
へ
キ
手
本
」
と
し
て

の
自
覚
と
責
任
感
を
強
-
求
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
さ

ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
'
「
出
ス
法
令
へ
　
聴
ク
訟
」
　
に
つ
い
て
も
藩

主
の
　
「
行
自
然
卜
徳
ヲ
成
」
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
へ
藩
主
に
「
行
往
坐
臥
ノ
行
」
　
に
表
れ
る
よ
う
な
「
徳
」
　
の

み
な
ら
ず
へ
実
際
の
政
治
・
政
策
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
'
荏
戸
善
政
の
政
治
思
想
で
は
'
「
孝
弟
」

「
農
桑
」
を
柱
と
す
る
為
政
は
　
「
法
度
」
を
通
じ
て
　
「
国
民
」
を

「
教
導
」
　
す
る
こ
と
に
よ
り
実
現
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
そ
れ
は
'
単
な
る
法
に
よ
る
支
配
で
は
な
-
'
君
主
の
　
「
徳
」
が

根
本
的
前
提
に
お
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
法
に
よ
る
支
配
は
「
手

本
」
　
の
提
示
を
ま
っ
て
初
め
て
十
全
に
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
君
主
に
実
際
の
政
治
・
政
策
能
力
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
見

落
と
せ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
『
麹
楚
篇
』
　
は
こ
う
し
た
荏
戸
の
思
想

を
背
景
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

(
二
)
　
『
麹
楚
篇
』
　
の
成
立
事
情

で
は
、
『
政
語
』
　
や
　
『
麹
楚
篇
』
　
は
ど
の
よ
う
な
現
状
認
識
・
問

題
意
識
を
背
景
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
荏
戸
は
隠
居
し
た
天

明
三
年
か
ら
中
老
に
抜
擢
さ
れ
る
寛
政
三
年
ま
で
の
問
へ
様
々
な
著

述
を
行
っ
た
が
'
天
明
末
年
か
ら
は
特
に
藩
政
へ
の
関
心
を
強
め
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
寛
政
三
年
一
月
、
中
老
職
抜
擢
の
話
が
持
ち
上

が
っ
た
際
へ
そ
の
辞
退
を
願
っ
て
書
か
れ
た
.
r
陳
情
篇
」
に
よ
っ
て
へ

荏
戸
が
藩
政
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
検
討
し
て
み

よ
う
。
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熱
御
国
体
を
相
察
候
虞
、
誠
に
此
時
を
こ
そ
通
れ
御
家
御
危
急

の
境
へ
大
く
申
候
へ
ハ
御
興
廃
の
御
き
さ
L
に
も
と
奉
存
候
付
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而
'
近
来
夜
目
中
心
を
苦
し
め
へ
寝
食
安
か
ら
す
へ
心
を
尽
し

短
慮
を
擬
し
罷
在
候
虞
へ
　
と
て
も
1
1
ゝ
御
家
国
の
御
大
事
愛

に
止
り
候
様
存
極
候
-
つ
ら
1
1
御
国
体
を
見
聞
仕
候
虞
、
民

心
半
に
過
て
離
候
哉
と
存
候
へ
　
只
離
れ
候
と
申
せ
は
安
ら
か
な

る
唱
に
候
へ
共
へ
　
是
か
則
民
心
の
背
た
る
と
も
可
申
候
へ
-

荏
戸
は
'
藩
政
の
現
状
を
　
「
御
家
危
急
の
境
」
　
「
御
興
廃
の
き
さ

し
」
　
と
捉
え
へ
　
日
夜
心
を
苦
し
め
て
い
た
と
い
う
。
「
御
家
」
　
の
先

行
き
に
対
す
る
危
機
感
が
窺
わ
れ
る
記
述
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
背
景
に

は
「
民
心
半
に
過
て
離
」
れ
'
さ
ら
に
は
「
民
心
の
背
た
る
と
も
可

申
候
」
　
と
い
う
'
よ
り
根
本
的
な
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。
「
民
心
の

背
」
　
の
異
体
的
内
容
は
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
民
衆
の
　
「
離
」

「
背
」
　
が
危
憤
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
荏
戸
が
藩
政
へ

の
関
心
を
強
め
た
の
は
'
「
御
家
危
急
」
　
と
い
う
強
い
危
機
意
識
と

と
も
に
へ
　
「
民
(
心
)
」
　
の
動
向
が
そ
う
し
た
意
識
を
規
定
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
'
右
の
よ
う
に
藩
政
の
立
て
直
し
を
願
う
荏
戸
が
こ
の
時
期

特
に
重
視
し
た
の
が
'
藩
主
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
寛
政
四
年
五
月

(
2
)

に
著
さ
れ
た
　
『
樹
人
建
議
』
　
に
お
い
て
'
荏
戸
は
　
「
君
家
の
御
窮

迫
」
　
の
　
「
立
直
り
」
　
の
た
め
に
は
人
心
の
統
合
が
必
要
で
あ
る
と
し

た
上
で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
を
お
も
ひ
あ
ハ
せ
一
に
せ
し
む
る
事
ハ
外
の
術
に
は
無
之
へ

恐
な
か
ら
上
御
l
人
の
御
仁
徳
を
明
に
顕
然
と
施
示
し
た
ま
ふ

と
へ
大
臣
共
の
仁
恕
あ
っ
く
忠
良
な
る
に
止
申
候
。

右
の
一
節
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
心
統
合
の
最
も
重
要
な

「
術
」
　
と
し
て
　
「
上
御
一
人
の
御
仁
徳
を
明
に
顕
然
と
施
示
」
　
す
る

こ
と
を
第
一
に
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
民
心
が

「
離
」
「
背
」
し
へ
　
そ
の
統
合
が
求
め
ら
れ
た
寛
政
初
年
の
状
況
を
背

景
と
し
て
、
藩
主
の
　
「
仁
徳
」
　
が
必
要
と
さ
れ
へ
　
さ
ら
に
そ
れ
が

「
顕
然
と
施
示
」
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

だ
ろ
う
。

で
は
'
『
麹
楚
篇
』
　
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
書
か
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
へ
荏
戸
の
自
序
を
み
て
お
き
た
い
。

臣
鵬
嘗
テ
不
識
公
以
下
世
々
ノ
先
君
ノ
嘉
言
善
行
ヲ
刈
楚
ス
。

名
ヅ
ケ
テ
麹
楚
卜
日
フ
。
然
レ
ド
モ
変
世
ノ
久
シ
キ
'
行
事
ノ

多
半
へ
　
未
ダ
其
ノ
業
ヲ
畢
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
今
年
世
子
出
テ
外

舎
二
就
ク
。
-
蓋
シ
子
ノ
父
二
於
ケ
ル
へ
吾
ガ
父
仁
卜
謂
ハ
ザ

ル
ハ
無
ク
、
吾
ガ
父
智
ナ
リ
ト
謂
ハ
ザ
ル
ハ
無
シ
。
況
ヤ
老
公

ノ
仁
智
ニ
シ
テ
世
子
ノ
孝
順
ナ
ル
ヲ
ヤ
。
俸
二
日
ク
へ
孝
ハ
善

ク
人
ノ
志
ヲ
継
ギ
、
善
ク
人
ノ
事
ヲ
述
ル
者
ナ
リ
ト
。
此
時
ニ

当
テ
老
公
ノ
言
行
常
二
諸
ヲ
書
案
二
置
カ
バ
へ
則
チ
其
ノ
継
グ
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ト
述
ル
ト
ヲ
助
ル
ニ
於
ヒ
テ
小
浦
無
ク
ン
バ
ア
ラ
ズ
。
是
其
ノ

言
行
ヲ
別
録
シ
テ
之
ヲ
凡
右
二
献
ズ
ル
所
以
ナ
-
。
明
君
ノ
言

行
へ
言
ト
シ
テ
嘉
カ
ラ
ザ
ル
ハ
無
ク
へ
行
ト
シ
テ
善
カ
ラ
ザ
ル

ハ
無
シ
。
-

荏
戸
は
治
憲
を
　
「
仁
智
」
　
の
　
「
明
君
」
と
し
た
上
で
'
(
世
子
の
)

「
孝
」
　
と
は
　
(
父
祖
の
)
　
志
を
継
ぐ
こ
と
・
事
跡
を
述
べ
る
こ
と
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
　
「
老
公
ノ
言
行
」
　
を
記
し
た
　
『
麹
楚

篇
』
は
'
そ
う
し
た
「
継
」
と
「
述
」
　
の
　
「
小
浦
」
と
な
る
と
す
る
。

『
勉
楚
篇
』
　
は
'
世
子
の
　
「
孝
」
-
「
継
」
・
「
述
」
　
の
　
「
小
補
」

と
す
べ
く
書
か
れ
た
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
で
は
、
荏
戸
が
こ

う
し
た
　
「
孝
」
　
を
求
め
た
の
は
な
ぜ
か
。
『
政
語
』
　
の
序
に
は
次
の

よ
う
な
〓
即
が
あ
る
。

-
人
道
ハ
政
ヲ
大
ナ
-
ト
為
ス
'
政
ハ
正
ナ
リ
。
君
正
為
ラ
バ
へ

則
チ
百
姓
従
ヒ
テ
正
シ
カ
ラ
ン
。
伊
声
大
甲
ヲ
誠
メ
テ
日
ク
、

爾
廠
ノ
辞
タ
ル
コ
ト
ヲ
祇
シ
メ
'
辞
タ
ラ
ズ
ン
バ
鹿
祖
ヲ
恭
シ

ム
。
一
国
ノ
命
ハ
世
子
二
懸
レ
-
。
世
子
其
レ
戒
メ
ヨ
ヤ
。

荏
戸
は
'
「
君
」
が
「
正
」
な
ら
ば
「
百
姓
」
も
「
正
」
　
で
あ
る
'

「
一
国
ノ
命
ハ
世
子
二
懸
レ
リ
」
と
君
主
責
任
の
重
大
さ
を
述
べ
へ

「
世
子
其
レ
戒
メ
ヨ
ヤ
」
　
と
世
子
に
自
戒
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
君
主
の
責
任
を
全
う
す
る
た
め
に
、
そ
の
祖
を
う
や
ま

う
こ
と
　
(
「
蕨
祖
ヲ
恭
シ
ム
」
)
=
「
孝
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
'
『
勉
楚
篇
』
　
は
　
「
百
姓
」
　
を
　
「
正
」
　
に
導

き
へ
　
「
一
国
ノ
命
」
を
担
う
べ
き
世
子
(
藩
主
)
　
の
　
「
戒
」
と
し
て
'

い
わ
ば
現
実
に
　
「
明
君
」
を
創
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

(
≡
)
　
『
麹
楚
篇
』
　
の
内
容

で
は
'
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
成
立
し
た
『
麹
楚
篇
』
は

い
か
な
る
内
容
・
特
色
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
以
下
で
検
討
し
て
み

(
2
)

よ
う
。
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
で
は
あ
る
が
'
本
文
五
十
六
箇
条
の
内

容
は
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
患
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
へ
①
父
母
へ
の
孝
行
や
敬
老
の
心
・
行
為
(
一
七

箇
条
)
へ
②
藩
政
の
事
跡
へ
　
民
を
思
う
心
　
(
一
八
箇
条
)
へ
③
家
臣
に

対
す
る
慈
悲
深
さ
・
寛
大
さ
　
(
一
四
箇
条
)
、
④
そ
の
他
へ
　
で
あ
る

(
箇
条
数
に
つ
い
て
は
重
複
し
て
数
え
た
も
の
も
あ
る
)
。
こ
の
分
類

を
も
と
に
も
　
荏
戸
の
政
治
思
想
や
寛
政
初
年
の
藩
政
の
状
況
・
改
革

政
策
と
の
関
連
に
留
意
し
な
が
ら
へ
①
・
②
を
中
心
に
『
麹
楚
篇
』

の
具
体
的
内
容
を
み
て
い
こ
う
。

①
孝
行
・
敬
老
。
ま
ず
敬
老
に
関
し
て
は
次
の
逸
話
に
注
目
し
た

い
。
治
憲
は
在
位
中
へ
九
十
歳
以
上
の
老
人
を
'
諸
士
は
城
へ
'
百

姓
町
人
は
代
官
所
へ
召
し
出
し
'
時
服
・
金
子
・
料
理
な
ど
を
賜
っ
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た
。
こ
こ
で
は
'
九
十
歳
以
上
の
老
人
に
金
子
等
を
贈
る
こ
と
で
'

諸
士
百
姓
町
人
が
感
化
さ
れ
へ
敬
老
・
孝
行
の
心
を
お
こ
し
た
と
い

う
。
こ
の
描
写
は
'
荏
戸
が
諸
士
百
姓
ら
へ
の
敬
老
・
孝
行
の
浸
透

を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
で
は
な
ぜ
へ

荏
戸
は
敬
老
・
孝
行
の
浸
透
を
強
-
意
識
し
た
の
か
。
そ
の
背
景
の

一
つ
が
'
領
内
に
お
け
る
人
口
減
少
の
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
荏
戸
は
、
先
述
の
　
『
樹
人
建
議
』
　
に
お
い
て
、
「
拙
者
兼
々
奉

申
上
置
候
七
恵
之
御
執
行
こ
そ
人
を
附
益
す
一
事
に
御
坐
候
」
と
述

べ
へ
　
「
七
恵
」
を
重
要
な
人
口
増
加
策
と
し
て
い
る
。
こ
の
　
「
七
恵
」

と
は
'
幼
児
や
身
寄
り
の
な
い
者
な
ど
の
扶
養
に
関
す
る
施
策
で
あ

る
が
、
そ
の
中
に
は
「
年
老
た
る
鴇
の
を
ハ
心
を
用
ひ
'
力
を
尺
、
し

て
大
事
に
取
扱
へ
き
事
也
-
九
十
以
上
の
も
の
へ
ハ
一
人
御
扶
持
を

可
被
下
候
」
と
い
う
項
目
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
へ
荏
戸

が
敬
老
を
領
内
の
人
口
減
少
問
題
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
『
麹
楚
篇
』
　
に
お
い
て
治
憲
の
敬
老
の
姿

勢
が
描
か
れ
た
背
景
に
は
'
右
の
よ
う
な
当
該
期
の
社
会
状
況
に
対

応
す
る
政
策
を
推
進
す
る
た
め
へ
　
藩
主
が
率
先
的
行
動
を
示
し
て
そ

の
中
核
と
な
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る
。孝

行
に
関
し
て
は
'
治
憲
実
父
秋
月
種
美
や
養
父
上
杉
垂
足
の
病

に
際
L
へ
　
治
憲
が
昼
夜
を
問
わ
ず
、
長
期
間
看
病
に
あ
た
っ
た
こ
と

や
'
能
を
好
む
重
定
に
様
々
な
便
宜
を
図
っ
た
こ
と
な
ど
'
治
憲
が

自
身
の
親
に
対
し
て
孝
行
を
尽
く
す
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
加
え

て
、
治
憲
の
在
位
中
に
'
孝
子
賞
誉
の
件
数
が
激
増
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
'
そ
れ
に
つ
い
て
「
公
の
孝
子
に
て
ま
し
ま
せ
ば
'
そ
の
事
に

御
世
話
の
厚
き
よ
り
其
人
も
亦
斯
は
多
か
り
L
に
や
」
と
す
る
箇
条

も
み
ら
れ
る
。
実
際
へ
　
孝
子
の
表
彰
件
数
は
安
永
期
以
降
大
幅
に
増

え
て
お
り
、
ま
た
　
『
孝
子
伝
』
　
の
編
纂
も
同
時
期
に
開
始
さ
れ
る
な

ど
へ
孝
行
の
浸
透
は
安
永
期
以
来
の
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
右

の
記
述
は
'
こ
う
し
た
政
策
課
題
遂
行
の
た
め
に
治
憲
自
身
が
孝
子

と
し
て
厚
い
　
「
世
話
」
を
行
い
、
政
策
推
進
の
中
核
と
な
る
こ
と
が

望
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
へ
　
こ
う
し
た
政
策
課

題
牽
受
け
つ
い
だ
寛
政
期
の
藩
主
に
も
そ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

②
藩
政
の
事
跡
・
民
を
思
う
心
。
藩
政
上
の
事
跡
に
つ
い
て
は
へ

自
ら
断
食
し
て
の
祈
祷
や
備
米
蔵
の
設
置
な
ど
飢
謹
関
連
の
記
事
が

六
箇
条
と
特
に
多
い
の
が
目
を
引
く
。
天
明
三
年
の
飢
鐘
に
関
す
る

記
事
で
は
、
備
米
蔵
を
開
き
へ
　
買
米
を
行
っ
て
手
当
を
し
た
こ
と
で

「
餓
死
に
及
へ
る
は
な
か
り
し
」
　
と
い
い
へ
　
さ
ら
に
'
治
憲
が
　
「
御

寝
食
を
安
ん
し
拾
は
す
へ
唯
人
民
の
事
の
み
御
憂
お
は
し
召
、
御
心
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を
尽
さ
せ
給
ひ
し
」
　
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
'
一
つ

に
'
宝
暦
・
天
明
の
飢
鐘
が
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
中
で
'
為
政

者
が
相
応
の
現
実
的
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
へ
　
実
際
の
治
績
に
加
え
て
民
を
思
い
や

る
心
情
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
安
民
」
　
を
責
務
と
す
る
為

政
者
と
し
て
の
自
覚
・
責
任
感
を
強
-
求
め
る
荏
戸
の
思
想
に
対
応

す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

藩
政
の
事
跡
の
中
に
は
'
有
名
な
倹
約
に
つ
い
て
も
含
め
て
い
る
。

こ
こ
で
検
討
し
て
お
こ
う
。
治
憲
は
家
督
相
続
直
後
に
大
規
模
な
倹

約
令
を
発
布
し
て
い
る
が
'
そ
れ
に
関
し
て
『
麹
楚
篇
』
は
「
御
家

督
の
始
な
か
ら
へ
御
膳
は
一
汁
一
菜
を
供
さ
し
め
へ
御
服
は
木
綿
召

さ
せ
ら
れ
、
是
を
日
当
の
倹
約
を
と
仰
出
さ
れ
し
也
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
こ
に
も
藩
主
の
　
「
徳
」
　
を
政
治
の
根
本
と
し
へ
　
「
手
本
」
と

し
て
の
率
先
性
を
求
め
る
荏
戸
の
思
想
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
'

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
思
想
が
寛
政
改
革
に
お
け
る

政
策
立
案
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寛
政
四
年
五
月
へ

諸
士
の
疲
弊
を
救
済
す
べ
-
書
か
れ
た
意
見
書
『
補
士
建
議
』
に
は

次
の
よ
う
な
一
節
が
み
ら
れ
る
。

諸
士
の
衰
を
治
し
候
か
古
風
俗
に
立
帰
ら
せ
候
に
止
候
と
て
'

只
に
古
風
俗
/
ー
と
の
教
令
法
度
の
仰
出
し
有
之
候
て
も
是
迄

立
帰
か
た
き
を
以
考
候
へ
ハ
-
忠
-
ハ
上
の
御
誠
の
少
き
厚
か

ら
す
へ
　
御
身
廻
に
奉
せ
ら
れ
候
事
の
上
に
お
ゐ
て
御
行
立
不
被

為
在
所
の
有
之
た
る
故
か
と
奉
存
候
へ
然
ら
ハ
古
風
俗
の
御
世

話
被
成
下
候
ハ
、
、
先
々
君
上
の
御
上
に
古
風
俗
を
御
執
守
被

成
下
度
御
義
奉
存
候
へ
-
御
国
の
産
か
す
た
り
候
て
他
産
を
入

ね
は
事
の
欠
候
と
申
物
も
多
有
之
候
へ
　
畢
責
の
所
は
御
国
産
を

用
よ
と
の
-
に
て
君
家
に
其
御
取
行
の
無
之
故
に
御
坐
候
へ
ハ

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
諸
士
対
策
と
し
て
「
古
風
俗
」
・

「
国
産
」
使
用
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
は
'
「
君
上
」
・
「
君
家
」
　
に

よ
る
率
先
的
行
動
が
欠
か
せ
な
い
と
し
へ
実
際
に
藩
主
の
行
動
を
求

め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
'
「
国
産
」
　
品
使
用
奨
励
に
関
し

て
は
'
同
年
一
一
月
に
次
の
よ
う
な
軸
が
出
さ
れ
て
い
る
。

今
度
御
上
御
身
廻
り
に
被
為
召
用
候
物
を
始
め
へ
総
て
公
儀
御

用
の
物
品
へ
善
-
も
悪
し
く
も
御
国
産
の
品
を
可
披
為
用
由
被

仰
出
候
へ
　
畢
毒
は
四
民
の
衰
を
御
痛
被
恩
召
上
候
難
有
恩
召
に

候
修
へ
貴
肢
と
な
-
其
業
に
力
を
尽
し
-

こ
の
触
で
は
'
「
国
産
」
　
奨
励
に
あ
た
っ
て
'
「
難
有
思
召
」
　
に

よ
っ
て
藩
主
自
ら
が
率
先
し
て
　
「
御
国
産
の
品
」
を
使
用
し
て
い
る

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
ま
さ
に
　
「
手
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本
」
が
「
法
度
」
　
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と
す
る
荏
戸
の
思
想
を

反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
へ
　
『
勉
楚
篇
』
　
は
ま
さ
に
寛
政
期
の
藩
政
の
課
題
に
対
応
す

る
「
明
君
」
像
を
提
示
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　
藩
政
の
動
向
と
荏
戸
善
政

『
麹
楚
篇
』
　
に
描
か
れ
る
治
憲
像
は
'
寛
政
期
の
藩
政
の
課
題
に

対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
'
こ
う
し
た
「
明
君
」
像
は
'
荏

戸
善
政
が
寛
政
初
年
に
創
作
し
た
も
の
で
は
な
く
へ
　
近
習
と
し
て
治

憲
と
と
も
に
藩
政
に
あ
た
っ
た
明
和
期
以
来
の
経
験
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
'
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
「
明

君
」
像
の
形
成
-
荏
戸
善
政
の
思
想
形
成
の
背
景
と
し
て
、
明
和
・

安
永
期
に
お
け
る
上
杉
治
憲
・
荏
戸
善
政
と
藩
政
の
動
向
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
へ
考
察
の
前
提
と
し
て
、
宝
暦
末
年
か
ら
明
和
初
年
に
か
け

て
の
藩
政
と
当
時
の
藩
主
重
定
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
宝
暦
期
に

お
け
る
米
沢
藩
の
藩
政
は
様
々
な
面
で
危
機
に
直
面
し
、
改
革
は
不

可
避
で
あ
っ
た
。
宝
暦
期
に
お
け
る
藩
政
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の

(
」
)

が
藩
主
近
習
と
し
て
台
頭
し
た
森
平
右
衛
門
で
あ
る
が
'
出
頭
人
政

治
で
あ
っ
た
こ
と
と
家
臣
団
の
窮
乏
が
深
刻
化
し
た
こ
と
で
家
臣
団

(
2
)

各
層
か
ら
の
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宝
暦
十
三
　
(
一
七
六

≡
)
年
二
月
へ
荏
戸
善
政
と
同
志
の
関
係
に
あ
っ
た
重
臣
竹
俣
当
綱

ら
は
う
窮
乏
す
る
家
臣
団
や
門
閥
譜
代
層
の
支
持
を
前
提
に
「
御
政

事
御
改
」
を
目
指
し
て
森
を
謀
殺
す
る
。
し
か
し
'
森
の
謀
殺
後
も

近
習
体
制
が
温
存
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
へ
改
革
は
直
ち
に
は
着
手
さ

れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
竹
俣
当
綱
は
'
「
此
上
ハ
偏
　
御
仁
徳

(rl,

を
奉
仰
候
外
無
御
座
候
」
と
し
て
'
改
革
実
施
に
向
け
て
藩
主
垂
足

の
指
導
力
発
揮
に
期
待
し
た
が
、
重
定
は
'
物
忌
・
乱
舞
を
好
み
へ

藩
政
に
は
一
向
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
竹
俣
は
「
せ
め

(
2
)

て
は
乱
舞
之
半
々
も
御
国
政
二
御
心
を
尽
さ
れ
候
ハ
、
-
」
と
垂
足

に
直
接
迫
っ
た
桝
、
行
状
は
l
向
に
改
ま
ら
ず
'
つ
い
に
「
事
を
あ

(
2
)

ら
た
め
中
二
は
御
代
か
替
り
不
申
候
て
ハ
人
々
は
ん
こ
不
仕
候
」
と

重
定
に
隠
居
を
迫
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
藩
内
諸

勢
力
を
ま
と
め
て
改
革
を
実
行
す
る
の
は
容
易
で
は
な
-
'
そ
れ
ゆ

え
藩
政
に
主
体
的
に
取
り
組
み
へ
強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
得
る
藩

主
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
竹
俣
・
荏
戸
ら
は
改
革
実
行

に
あ
た
っ
て
'
「
御
政
事
江
御
心
は
ま
り
不
申
」
と
い
う
状
態
で

あ
っ
た
重
定
に
隠
居
を
求
め
へ
　
新
藩
主
治
憲
を
中
核
と
す
る
こ
と
で

改
革
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

米
沢
藩
の
明
和
・
安
永
改
革
は
'
明
和
四
年
の
上
杉
治
憲
家
督
相
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続
を
期
に
'
竹
俣
当
綱
が
主
導
し
て
開
始
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
'

同
年
の
大
倹
令
、
安
永
初
年
以
降
の
本
格
的
・
積
極
的
な
農
村
政

策
・
殖
産
政
策
へ
安
永
期
に
お
け
る
細
井
平
洲
の
米
沢
招
碑
や
藩
校

興
譲
館
設
置
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

荏
戸
善
政
は
'
藩
主
近
習
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
政
策
の
推
進
に
関

わ
っ
た
が
、
改
革
は
必
ず
し
も
円
滑
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
例
え
ば
'

明
和
四
年
の
大
倹
令
に
際
し
て
は
'
門
閥
譜
代
の
家
老
層
が
強
-
反

発
L
へ
大
倹
令
が
荏
戸
善
政
・
木
村
丈
八
の
入
れ
知
恵
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
の
流
言
が
流
れ
た
た
め
へ
荏
戸
は
木
村
と
と
も
に
退
役
を

請
う
に
至
っ
て
い
る
　
(
『
荏
戸
大
草
翁
』
)
。
こ
れ
は
へ
　
不
安
定
な
政

情
に
荏
戸
自
身
も
直
接
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
へ

安
永
二
年
六
月
に
は
'
門
閥
譜
代
層
が
改
革
政
策
の
撤
回
と
竹
俣
当

綱
・
荏
戸
善
政
ら
の
罷
免
等
を
直
接
治
憲
に
迫
っ
た
　
「
七
家
騒
動
」

(
後
述
)
　
が
お
こ
っ
て
い
る
。
騒
動
自
体
は
同
年
七
月
l
日
へ
　
七
家

の
処
罰
に
よ
っ
て
終
息
し
た
が
へ
　
こ
の
騒
動
の
過
程
で
荏
戸
は
嫡
子

八
郎
に
宛
て
て
遺
書
を
記
す
な
ど
へ
極
め
て
緊
迫
し
た
状
況
に
立
た

さ
れ
て
い
る
。
荏
戸
は
'
門
閥
譜
代
層
と
の
深
刻
な
対
立
状
況
の
中

で
改
革
政
治
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
荏
戸
は
'
右
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
藩
主
治
憲
を
ど
の
よ
う

に
兄
へ
　
何
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
荏
戸
が
安
永
期
に
治
憲

に
提
出
し
た
言
上
書
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。
荏
戸
は
'
安
永
一
二
年

三
月
十
三
日
へ
　
「
い
つ
も
申
上
古
し
候
通
へ
　
御
政
事
二
御
心
は
ま
り

不
被
為
在
候
義
、
国
家
の
大
患
何
か
此
上
に
出
可
申
候
へ
悲
歎
に

た
へ
す
拙
き
筆
を
立
請
而
奉
言
上
候
」
　
と
治
憲
が
藩
政
に
　
「
御
心
は

ま
り
不
被
為
在
候
義
」
を
責
め
へ
　
「
上
治
憲
公
書
案
」
　
(
前
掲
)
を
記

し
て
い
る
。
荏
戸
は
治
憲
の
行
状
を
何
点
に
も
わ
た
っ
て
問
題
視
し
、

改
め
る
よ
う
求
め
て
い
る
が
へ
　
そ
の
い
-
つ
か
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
へ
　
近
習
等
と
の
会
話
は
　
「
烏
と
馬
と
の
御
評
判
」
　
や
無
駄
話
ば

か
り
で
　
「
御
心
は
ま
り
」
　
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
へ
　
諮
問
な
ど
に

よ
っ
て
諸
役
人
の
士
気
を
鼓
舞
す
べ
き
だ
が
'
そ
れ
も
十
分
行
っ
て

い
な
い
。
細
井
平
洲
の
　
「
講
談
」
を
聞
い
て
も
「
今
日
の
御
政
事
に

御
引
合
の
御
論
」
も
な
い
。
さ
ら
に
'
治
憲
の
　
「
風
儀
」
は
「
江
戸

風
」
・
「
色
男
」
　
の
　
「
風
俗
」
　
で
あ
り
'
「
心
あ
る
諸
士
」
　
の
視
線

が
気
が
か
り
で
あ
る
、
等
々
。
実
際
の
治
憲
の
行
状
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
'
少
な
く
と
も
荏
戸

か
ら
み
た
安
永
初
年
の
治
憲
は
「
明
君
」
と
称
す
る
に
は
不
十
分
な

点
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
荏
戸
が
'
そ
う
し
た
治
憲
に
対

し
て
藩
主
と
し
て
の
自
覚
と
主
体
的
取
り
組
み
を
強
-
求
め
て
い
た

こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

で
は
な
ぜ
へ
荏
戸
は
藩
主
と
し
て
の
自
覚
を
強
く
求
め
た
の
だ
ろ

672



(155)近世中期における「明君録」の形成過程

う
か
。
ま
た
へ
　
右
の
事
実
は
　
『
麹
楚
篇
』
　
に
お
け
る
治
憲
=
「
明

君
」
像
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
安
永
三
年
七
月
三
日
の
　
「
再

(ァ)

上
治
憲
公
書
案
」
を
み
て
み
よ
う
。

l
　
君
の
す
き
き
ら
い
ハ
国
人
の
目
に
付
候
β
即
国
人
の
好
悪

と
化
し
候
て
'
風
を
移
し
俗
を
易
候
事
是
に
過
る
事
無
之
候
、

-
幾
度
孝
弟
仁
譲
と
の
御
鯛
御
座
候
共
へ
上
に
老
々
長
々
の
御

御
譲
の
御
不
塀
と
ハ
申
な
か
ら
へ
御
家
督
己
乗
も
年
々
半
知
御

借
上
に
ハ
無
御
座
候
哉
'
西
之
丸
御
手
樽
も
御
郡
中
の
膏
油
を

好
な
-
仁
譲
の
御
徳
無
之
候
ハ
,
何
と
て
行
わ
れ
可
申
候
哉
、

以
御
成
就
に
ハ
無
御
座
候
哉
、
此
桜
田
御
殿
も
米
沢
の
あ
ぶ
ら

7
　
-
御
国
民
の
奉
仰
候
ハ
、
民
の
た
め
に
ハ
綿
衣
1
汁
7
菜

に
ハ
無
御
座
候
哉
'
-
何
を
以
是
に
ハ
御
報
被
遊
候
哉
t
 
i

を
も
被
為
用
へ
御
物
す
き
不
被
遊
'
花
美
を
御
制
被
遊
候
と
て

御
蔵
元
の
御
つ
ゝ
き
方
ハ
い
か
1
御
心
得
披
遊
候
哉
-
飛
騨
の

国
の
騒
動
か
隣
に
出
来
ま
L
と
も
お
も
わ
れ
す
'
御
日
出
度
事

も
不
時
へ
卸
愁
事
も
不
時
に
て
'
い
つ
此
費
に
御
恵
の
不
行
届

も
此
御
不
桝
故
に
ハ
無
御
座
候
哉
'
御
家
中
ハ
年
来
之
御
借
上

に
つ
か
れ
へ
　
自
他
国
の
金
主
ハ
御
家
の
た
め
に
苦
し
-
候
-

去
年
七
朔
の
事
い
か
1
被
思
召
候
哉
-
此
七
朔
の
御
座
候
上
ハ

後
又
七
朔
の
す
ま
し
き
と
も
極
か
た
く
御
座
候
へ
　
お
も
へ
ハ
可

愁
も
七
朔
'
悦
へ
き
も
七
朔
'
お
そ
る
へ
き
も
七
朔
に
御
座
候
へ

御
愁
被
遊
候
ハ
1
何
と
て
御
心
ハ
不
披
尽
候
哉
'
御
悦
恩
召
候

ハ
ゝ
何
と
て
御
い
さ
、
、
、
ハ
不
被
遊
候
哉
、
御
怖
恩
召
候
ハ
1
何

と
て
御
つ
1
し
-
不
被
遊
候
哉
、
此
上
も
し
御
政
に
邪
あ
ら
ハ

何
の
御
面
E
I
]
に
て
図
人
に
臨
た
ま
わ
ん
へ
　
彼
二
付
是
に
つ
き
御

油
断
ハ
大
事
に
奉
存
候
-

尊
ひ
仰
奉
る
に
て
ハ
無
御
座
候
哉
う
ー

ま
ず
へ
荏
戸
は
「
年
々
半
知
御
借
上
」
・
「
郡
中
の
膏
油
」
　
へ
の

「
御
報
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
御
蔵
元
の
御
つ
1
き

方
」
　
へ
の
配
慮
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
も
う
　
こ
の
点
と
密
接
に
関
わ

る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
「
飛
騨
の
国
の

騒
動
か
-
」
以
下
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
家
中
や
「
郡
中
」

の
困
窮
が
「
騒
動
」
　
に
つ
な
が
る
こ
と
が
危
慎
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
'
家
中
・
「
郡
中
」
　
の
不
満
が
「
騒
動
」
　
に
つ
な

が
り
か
ね
な
い
状
況
へ
　
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
認
識
が
リ

ア
-
テ
ィ
ー
を
持
つ
よ
う
な
状
況
下
で
'
改
革
が
進
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の

は
'
「
七
朔
」
　
(
=
七
月
一
日
に
裁
許
が
行
わ
れ
た
七
家
騒
動
)
　
の
再

発
が
危
倶
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
七
家
騒
動
に
お
い
て
は
'
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「
御
正
系
と
中
に
も
無
之
へ
御
他
家
よ
り
御
家
督
被
成
候
義
に
御
座

候
へ
は
、
上
下
の
御
ち
な
み
も
薄
」
　
い
治
憲
が
'
荏
戸
・
竹
俣
ら
と

進
め
た
改
革
政
策
を
悉
く
批
判
し
た
意
見
書
が
「
七
家
」
か
ら
提
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
で
注
目
さ
れ
る
の
ほ
う
治
憲
ら
の
「
誠

実
」
さ
の
欠
如
が
様
々
な
要
求
・
批
判
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
「
誠
実
」
　
の
語
は
'
繰
り
返
し
登
場
す
る
が
'
こ
こ
で
は

次
の
〓
即
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

先
最
初
よ
り
被
仰
出
候
事
段
々
御
座
候
虞
へ
皆
以
御
文
談
は
御

理
合
に
相
聞
え
申
候
得
共
へ
　
御
誠
実
よ
り
出
不
申
事
故
皆
以
裏

表
に
計
り
相
廻
り
申
候
、
縦
は
時
々
親
孝
行
等
御
褒
被
成
候
て

(S)

御
進
め
も
御
座
候
得
共
へ
一
つ
も
其
験
無
御
座
候
-

右
の
〓
即
が
示
す
よ
う
に
'
改
革
政
策
に
対
す
る
反
対
派
に
よ
っ

て
も
藩
主
の
　
「
誠
実
」
さ
は
改
革
政
策
の
成
否
を
決
す
る
も
の
と
さ

れ
、
藩
主
が
「
不
誠
実
」
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
改
革
政
策
批

判
の
根
拠
・
「
騒
動
」
　
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
れ
ば
'
改
革
政
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
、
藩
主
の
　
「
誠
実
」

さ
や
「
徳
」
が
い
か
に
必
要
と
さ
れ
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ

ゆ
え
荏
戸
は
'
治
憲
に
藩
主
と
し
て
の
自
覚
と
「
誠
実
」
な
実
践
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
『
勉
楚
篇
』
　
の
治
憲
像
は
、
こ
う
し
た
状
況
下

で
の
荏
戸
・
治
憲
の
改
革
遂
行
へ
の
模
索
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の

と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
荏
戸
善
政
の
政
治
思
想
を
軸
と
し
て
上
杉
治
憲
「
明

君
録
」
　
『
勉
楚
篇
』
　
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
以
下
へ

適
宜
今
後
の
課
題
を
提
示
し
な
が
ら
へ
　
ま
と
め
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

第
一
章
で
は
　
『
麹
楚
篇
』
流
布
の
過
程
と
背
景
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
流
布
の
起
点
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
細
井
平
洲
の
存
在
で
あ
る
。

平
洲
は
'
積
極
的
に
米
沢
藩
の
政
治
・
藩
主
治
憲
の
評
判
を
吹
聴
し

た
が
、
治
憲
-
「
明
君
」
　
の
評
判
が
形
成
さ
れ
る
な
か
で
'
諸
藩
の

藩
士
ら
は
政
治
的
な
関
心
か
ら
米
沢
藩
の
政
治
や
治
憲
の
　
「
賢
行
」

に
関
す
る
情
報
を
得
て
い
っ
た
。
ま
た
へ
　
『
麹
楚
篇
』
　
が
化
政
・
天

保
期
以
降
、
全
国
的
な
流
布
を
見
せ
た
こ
と
は
'
同
書
が
近
世
中
後

期
の
　
「
明
君
」
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
-
上
で
貴
重
な
素
材
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
『
麹
楚
篇
』
が
い
か
に
読
ま
れ
'

そ
れ
が
読
者
の
思
想
や
諸
藩
の
藩
政
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の

か
と
い
う
点
に
ま
で
は
踏
み
込
め
な
か
っ
た
。
本
稿
で
の
分
析
を
踏

ま
え
て
'
今
後
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

第
二
章
で
は
、
荏
戸
善
政
の
政
治
思
想
・
君
主
像
を
軸
に
'
『
勉

楚
篇
』
　
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
荏
戸
善
政
は
、
隠
居
中
の
天
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明
末
年
か
ら
寛
政
初
年
に
か
け
て
へ
　
民
心
の
動
向
を
　
「
離
」
　
「
背
」

の
状
況
に
あ
る
と
捉
え
、
藩
政
の
先
行
き
に
強
烈
な
危
機
感
を
抱
い

て
い
た
。
荏
戸
は
'
藩
主
の
あ
り
方
が
問
題
解
決
の
根
本
で
あ
る
と

捉
え
へ
　
『
麹
楚
篇
』
　
を
献
上
し
て
藩
主
・
世
子
の
　
「
戒
」
　
を
提
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
　
「
仁
徳
」
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
『
勉
楚
篇
』
は
現
実
に
「
明
君
」
を
創
り
出
す
こ
と
を
意
図
し
て

書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
へ
荏
戸
の
執
筆

意
図
が
藩
主
教
育
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
十
分
想
定
さ
れ

る
。
荏
戸
白
身
が
写
本
の
流
布
を
意
図
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た

点
に
つ
い
て
は
へ
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
へ
　
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
荏
戸
が
藩
主
の
あ
り
方
を
重
視
し
た

の
は
'
君
主
の
　
「
徳
」
1
「
法
令
法
度
」
1
「
孝
弟
」
・
「
農
桑
」

の
　
「
世
話
」
1
「
安
民
」
実
現
と
い
う
構
図
で
理
解
さ
れ
る
荏
戸
の

政
治
田
霜
心
の
特
色
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
思
想
に
基
づ

い
て
著
さ
れ
た
『
麹
楚
篇
』
　
に
お
け
る
「
明
君
」
像
は
'
次
の
よ
う

な
特
色
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
'
孝
行
・
敬
老
の
誠
実
な
実
践
へ

民
の
心
情
に
対
す
る
周
到
な
配
慮
へ
　
飢
鍾
な
ど
へ
の
有
効
な
対
処
へ

家
臣
に
対
す
る
寛
大
さ
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
君
主
像
は
そ
れ
ぞ
.

れ
単
に
治
憲
の
個
人
的
な
「
徳
」
を
描
-
だ
け
で
な
-
、
人
口
減
少

な
ど
'
一
八
世
紀
後
半
に
生
起
し
て
い
た
諸
問
題
に
対
す
る
有
効
な

政
策
の
実
行
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
『
麹
楚
篇
』
　
に
お
け
る
治

憲
像
は
、
寛
政
期
の
政
策
課
題
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
『
勉
楚
篇
』
　
に
お
い
て
は
'
藩
主
の
　
「
徳
」
　
が
'
行
政
的
能

力
と
も
相
侯
っ
て
'
当
該
期
の
諸
問
題
に
対
す
る
有
効
な
政
策
に
つ

な
が
っ
て
い
-
'
す
な
わ
ち
藩
主
の
　
「
徳
」
　
が
　
「
仁
政
」
　
的
政
策

(
備
籾
蔵
設
置
や
孝
子
表
彰
等
)
　
に
直
結
す
る
と
い
う
君
主
・
政
治

像
が
描
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
「
国
産
」
　
品
使
用
奨
励
の
蝕
の

事
例
で
み
た
よ
う
に
も
荏
戸
は
こ
う
し
た
理
想
像
の
実
践
を
目
指
し

て
も
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
　
や
や
唐
突
で
あ
る
が
'
こ
こ
.
で
荏
戸
の
田
霜
心
と
細
井

平
洲
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
荏
戸
の
君
主

像
は
'
君
徳
の
成
就
を
政
治
の
根
本
に
位
置
づ
け
る
点
、
君
主
の

「
安
民
」
　
に
対
す
る
責
任
の
大
き
さ
を
強
調
し
へ
　
そ
の
自
覚
・
責
任

感
を
強
-
求
め
る
点
な
ど
'
平
洲
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
合
致
す
る
。

た
だ
へ
平
洲
の
場
合
へ
君
主
の
個
人
的
「
徳
」
を
講
釈
な
ど
で
直
接

顕
彰
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
'
荏

戸
は
君
徳
と
被
治
者
と
の
問
に
　
「
法
度
」
　
(
異
体
的
政
策
)
　
を
介
在

さ
せ
へ
　
ま
た
君
主
に
行
政
的
能
力
を
も
求
め
た
と
こ
ろ
に
相
違
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
へ
荏
戸
は
平
洲
の
思
想
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
も
へ
　
そ
れ
を
よ
り
現
実
の
藩
政
に
対
応
す
る
よ
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う
な
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
ば
へ
　
思
想
家
の
思
想
が
政
治
(
藩
政
)
　
に
与
え
た
影
響
を

考
え
る
際
に
は
'
領
主
層
の
思
想
分
析
・
明
君
録
へ
の
着
日
が
有

効
・
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
想
的
影
響

関
係
に
つ
い
て
は
へ
　
さ
ら
な
る
究
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
方
へ
領
主
層
の
思
想
分
析
に
は
、
そ
の
思
想
を
政
治
の
実
態
と

の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
第
三
章
は
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
な
さ
れ
た
分
析
だ
が
'
そ
こ
か
ら
以
下
の
点
を
指
摘
で
き

る
。
荏
戸
は
、
家
中
・
「
郡
中
」
　
の
不
満
が
「
騒
動
」
　
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
状
況
で
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
へ

家
臣
団
を
統
合
し
'
改
革
政
策
を
推
進
す
る
た
め
に
は
'
藩
主
の

「
誠
実
」
　
さ
や
　
「
徳
」
　
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
た
の
で
あ

る
。
『
麹
楚
篇
』
　
の
治
憲
像
は
'
荏
戸
ら
が
十
八
世
紀
半
ば
に
お
け

る
藩
主
権
威
の
動
揺
と
い
う
状
況
下
へ
家
臣
・
領
民
と
の
緊
張
関
係

の
も
と
で
行
っ
た
改
革
遂
行
へ
の
模
索
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
へ
　
本
稿
で
は
'
『
麹
楚
篇
』
　
が
l
八
世
紀
後
半
期
の
藩
政
と

密
接
な
関
連
を
有
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

論
点
を
提
示
し
て
き
た
。
近
世
後
期
に
も
写
本
と
し
て
流
布
し
た

『
勉
楚
篇
』
　
な
ど
の
　
「
明
君
録
」
　
研
究
は
、
l
八
世
紀
後
半
以
降
の

政
治
や
学
問
を
考
え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

(
-
)
　
ひ
と
ま
ず
「
特
集
　
書
物
と
読
書
か
ら
み
え
る
日
本
近
世
」

(
『
歴
史
評
論
』
六
〇
五
へ
　
二
〇
〇
〇
年
)
　
を
参
照
。

(
2
)
　
「
明
君
創
造
と
藩
犀
国
家
(
1
)
-
(
≡
)
」
　
(
『
早
稲
田
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
〇
～
四
二
韓
へ
一
九
九
五
～
九
七

年
)
へ
　
「
名
君
と
は
な
に
か
」
　
(
『
歴
史
評
論
』
　
五
八
一
へ
一
九
九
八

it-1'

(
3
)
　
深
谷
克
己
「
明
君
録
-
期
待
さ
れ
る
君
主
像
」
(
鵜
飼
政
志
ほ

か
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
京
大
学
出
版
会
へ
　
二
〇
〇
四
年
)

(
4
)
　
吉
永
昭
・
横
山
昭
男
「
国
産
奨
励
と
藩
政
改
革
」
　
(
岩
波
講
座

『
日
本
歴
史
』
近
世
3
、
1
九
七
六
年
)
o

(
5
)
　
辻
本
雅
史
　
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
　
(
思
文
閣
出
版
へ
一

九
九
〇
年
)
0

(
6
)
　
こ
の
点
へ
　
辻
本
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
'
平
洲
が
当
該
期
に
お

け
る
多
く
の
　
「
明
君
」
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
O

(
7
)
　
な
お
、
「
明
君
」
　
の
語
は
、
「
名
君
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
。
深
谷
氏
は
　
「
明
君
に
は
徳
性
が
優
位
に
込
め
ら
れ
'
名
君
に
は

才
能
が
優
位
に
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
へ
　
「
一
般
名
詞
と
し
て
は

名
君
を
使
」
う
と
し
て
い
る
　
(
前
掲
「
名
君
と
は
な
に
か
」
)
。
し
か

し
'
両
者
は
史
料
上
、
必
ず
し
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
限
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ら
な
い
。
本
稿
で
は
分
析
対
象
と
す
る
荏
戸
善
政
の
用
法
に
即
し
て

「
明
君
」
　
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
後

半
の
　
「
明
君
」
像
を
提
起
し
て
い
き
た
い
。

(
8
)
　
現
在
、
荏
戸
善
政
の
関
連
史
料
は
、
「
荏
戸
大
軍
翁
文
書
」
　
と

し
て
主
と
し
て
三
康
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
同
文
書
」
が

三
康
図
書
館
(
旧
大
橋
図
書
館
)
　
に
所
蔵
さ
れ
る
に
至
る
経
緯
に
つ

い
て
は
『
大
橋
図
書
館
季
報
』
第
7
巻
第
二
号
(
1
九
二
九
年
)
　
を

参
照
。
ま
た
、
杉
原
謙
『
荏
戸
太
華
翁
』
　
(
明
治
三
三
年
)
　
は
、
右

の
史
料
群
に
よ
っ
て
荏
戸
の
主
要
な
著
述
を
収
録
し
て
い
る
。
筆
者

は
す
で
に
　
「
荏
戸
大
草
翁
文
書
」
　
に
つ
い
て
調
査
済
で
あ
る
が
'
荏

戸
の
著
述
を
引
用
す
る
場
合
、
便
宜
上
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
荏
戸

太
華
翁
』
　
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(
9
)
　
寛
延
二
　
(
一
七
四
九
)
　
年
～
寛
政
十
l
　
(
l
七
九
九
)
　
年
。
字

子
誠
へ
　
通
称
勝
介
へ
　
新
兵
衛
。
号
明
善
。
湯
浅
常
山
の
子
。
岡
山
藩

の
町
奉
行
兼
寺
社
奉
行
で
'
同
藩
寛
政
改
革
の
中
心
人
物
と
し
て
活

躍
し
た
。

(
2
)
　
高
知
県
立
図
書
館
所
蔵
山
内
文
庫
。
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

t
e
)
　
『
東
海
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
所
収
。

(
2
)
　
上
杉
博
物
館
所
蔵
上
杉
家
文
書
。

(
2
)
　
同
書
は
、
「
心
外
之
至
驚
入
」
　
は
ど
の
　
「
郷
村
の
疲
」
　
を
指
摘

し
、
原
因
を
　
「
田
畠
の
高
に
比
し
て
人
の
不
足
」
　
に
求
め
て
そ
の
解

決
策
を
言
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
2
)
　
『
麹
楚
篇
』
は
治
憲
の
存
命
中
に
書
か
れ
、
直
近
の
過
去
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
逸
話
の
元
と
な
っ
た
事
実

を
確
認
で
き
る
項
目
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
事
実
の
有
無
に

つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
し
た
い
。

(
」
)
　
森
平
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
横
山
昭
男
　
『
上
杉
鷹
山
』
　
(
吉
川

弘
文
館
、
7
九
六
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
2
)
　
宝
暦
～
安
永
期
の
米
沢
藩
に
お
け
る
家
中
の
動
向
・
政
治
史
の

理
解
に
つ
い
て
は
へ
　
以
下
の
行
論
も
含
め
て
荻
前
掲
論
文
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

(
」
)
　
明
和
三
年
「
評
判
書
発
端
」
　
(
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
竹
俣
家

てf-i;

(
2
)
　
竹
俣
当
綱
「
留
帳
」
　
二
　
(
市
立
米
沢
図
書
館
所
蔵
竹
俣
家
文
書
、

明
和
四
年
正
月
十
四
日
)

(
2
)
　
「
明
和
三
年
丙
成
七
月
留
帳
」
　
(
『
編
年
文
書
』
　
所
収
　
〔
上
杉
文

書〕)。

(
8
)
　
上
杉
博
物
館
所
蔵
上
杉
家
文
書
。

(
」
)
　
池
田
成
章
　
『
鷹
山
公
世
紀
』
　
(
吉
川
弘
文
館
へ
　
1
九
〇
六
年
)

叫Pi'j

一
〇
〇
五
年
五
月
三
一
員
受
稿

一
〇
〇
五
年
六
月
一
三
日

レ
フ
ェ
リ
ー
の
審
査

を
へ
て
掲
載
決
定

(
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)
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