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懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
（
二
）
―
中
井
竹
山
・
履
軒
を
中
心
に
（
上
）

―佐
　
野
　
大
　
介

は
じ
め
に

　

初
期
懐
徳
堂
で
は
、中
井
甃
庵
や
五
井
蘭
洲
ら
が
孝
を
重
ん
じ
、

そ
の
著
作
に
よ
っ
て
孝
子
た
ち
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て

い
た（
１
）。

　

甃
庵
没
後
、
甃
庵
の
息
子
で
あ
る
中
井
竹
山
（
名
は
積
善
、
字

は
子
慶
、
号
は
竹
山
）
が
四
代
目
学
主
と
な
り
、
そ
の
弟
中
井
履

軒
（
名
は
積
徳
、
字
は
処
叔
、
号
は
履
軒
・
幽
人
）
と
と
も
に
懐

徳
堂
の
黄
金
期
を
築
い
た
が
、
こ
の
時
代
よ
り
、
懐
徳
堂
は
本
格

的
に
孝
子
や
貞
婦
の
顕
彰
運
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

竹
山
・
履
軒
兄
弟
も
、
孝
を
好
む
こ
と
先
人
に
劣
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
二
人
の
為
人
に
関
し
て
、

履
軒
人
と
話
す
に
、
民
間
の
孝
子
順
孫
の
事
状
に
及
べ
ば
、

容
を
動
か
し
称
賛
し
、
癡
の
如
く
愚
の
如
く
、
平
生
の
豪
邁

な
る
に
似
ず
。
竹
山
も
亦
た
然
り
。
而
し
て
履
軒
を
甚
だ
し

と
為
す
。（
頼
春
水
『
在
津
紀
事
』
下（
２
））

と
の
評
が
残
さ
れ
て
い
る
。
履
軒
・
竹
山
と
話
し
て
い
て
、
話
題

が
孝
子
や
順
孫
の
こ
と
に
及
ぶ
と
、
ば
か
に
見
え
る
ほ
ど
夢
中
に

顔
色
を
変
え
て
称
賛
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
履
軒
の
方
が
甚

だ
し
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
安
芸
の
儒
者
、
頼
春
水
の
書
き
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
頼
家
と
中
井
家
と
は
夙
に
親
交
が
あ
り
、
あ

る
人
が
春
水
の
子
で
あ
る
頼
山
陽
を
連
れ
て
履
軒
に
面
会
を
求
め

た
際
、
山
陽
は
春
水
に
廃
嫡
さ
れ
た
過
去
が
あ
っ
た
た
め
、
履
軒

は
「
ア
レ
は
天
下
の
不
孝
者
ぢ
や
、
連
れ
て
帰
れ
〳
〵
」
と
言
っ

て
終
に
会
わ
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る（
３
）。

　

甃
庵
が
用
い
て
い
た
、
評
伝
を
撰
し
て
孝
子
を
顕
彰
す
る
と
い
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う
手
法
は
、
こ
の
後
、
竹
山
・
履
軒
等
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
。

た
だ
、
甃
庵
の
時
代
と
は
や
や
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、
小

堀
一
正
氏
が
、「
竹
山
の
時
代
に
な
る
と
、
同
じ
く
美
事
物
語
と

い
っ
て
も
、
そ
の
取
り
扱
い
か
た
に
は
か
な
り
の
違
い
が
み
ら
れ

る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
か
と
い
え
ば
、
甃
庵
時
代
の
そ
れ
は

同
志
や
門
人
た
ち
と
い
う
、
懐
徳
堂
へ
ふ
だ
ん
や
っ
て
来
る
人
々

の
講
習
や
教
育
の
た
め
の
教
材
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
の
に
対
し

て
、
竹
山
の
そ
れ
は
、
も
っ
と
広
く
社
会
に
は
た
ら
き
か
け
る
と

い
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
孝
子
・
貞
婦
の

顕
彰
運
動
と
も
言
う
べ
き
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
運
動
を
展
開
し
よ

う
と
し
て
い
る
ふ
し

0

0

が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
傍
点
マ
マ（
４
）
）」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
甃
庵
に
よ
る
顕
彰
が
、
孝
子
個
人
の
顕
彰

や
、
そ
の
孝
行
譚
を
用
い
た
懐
徳
堂
内
部
の
身
近
な
人
々
へ
の
教

化
に
止
ま
っ
た
の
と
異
な
り
、
竹
山
履
軒
時
代
の
そ
れ
は
時
に
出

版
を
伴
い
、
は
っ
き
り
と
為
政
者
へ
の
表
彰
要
請
や
、
民
衆
へ
の

教
化
教
導
と
い
っ
た
、
対
象
と
し
て
の
社
会
を
意
識
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　

懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
、
西
村
天
囚
は
以
下
の
よ

う
に
紹
介
し
て
い
る
。

竹
山
其
の
遺
風
を
承
け
て
孝
子
貞
女
を
尊
ぶ
こ
と
、
啻
に
精

金
美
玉
の
み
な
ら
ず
、
然
れ
ば
懐
徳
堂
の
門
人
中
に
稲
垣
子

4

4

4

華4

と
云
へ
る
孝
子
を
出
し
て
、
幕
府
の
褒
賞
を
賜
は
り
し
ほ

ど
に
て
、
竹
山
其
の
孝
状
を
作
れ
り
、
又
京
都
西
岡
の
孝
子

4

4

4

4

4

4

4

義
兵
衛

4

4

4

の
孝
行
を
記
し
て
世
に
出
し
ゝ
に
、
終
に
宮
中
に
入

て
乙
夜
の
覧
に
供
し
、
叡
感
の
餘
に
菓
子
銀
錠
を
義
兵
衛
に

賜
ひ
け
れ
ば
、
竹
山
感
激
し
て
孝
子
の
像
を
画
か
し
め
、
七

古
の
賛
を
作
り
て
其
の
詳
を
記
し
、
鈴
鹿
の
孝
子
万
吉

4

4

4

4

4

4

4

を
懐

徳
堂
に
招
き
て
之
を
講
堂
に
延
き
、
生
徒
を
聚
め
て
会
見
せ

し
め
、
席
上
饅
頭
を
出
し
、
万
吉
を
し
て
手
づ
か
ら
生
徒
に

頒
ち
て
其
の
孝
行
に
あ
や
か
ら
し
め
、
或
は
龍
野
の
孝
婦
さ

4

4

4

4

4

4

ん4

の
為
に
貞
婦
記
録
を
作
り
て
、
知
音
の
人
々
に
救
助
金
を

乞
ひ
、
或
は
豊
後
杵
築
の
孝
女
初

4

4

4

4

4

4

4

4

が
手
織
の
木
綿
に
て
、
孝

女
初
手
製
の
字
を
染
め
抜
き
し
手
拭
を
製
し
て
人
に
頒
ち
し

こ
と
も
あ
り
。（『
懐
徳
堂
考
』
下（
５
）
）（
傍
点
引
用
者
、
以
下

同
じ
）

　

こ
こ
に
は
、
竹
山
が
尊
ん
だ
孝
子
貞
女
と
し
て
、
稲
垣
子
華
・

孝
子
義
兵
衛
・
孝
子
万
吉
・
孝
婦
さ
ん
・
孝
女
初
の
名
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
竹
山
は
孝
子
義
兵
衛
の
評
伝
で
あ
る
『
か
は

し
ま
も
の
か
た
り
』
の
跋
文
を
撰
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、

郷さ
き
に者
作
国
の
稲
垣
氏
子
華

4

4

4

4

4

、
吾
先
子
の
門
に
出
で
、
至
性
を

以
て
旌
典
に
膺あ
た

る
。
予
嘗
て
状
し
て
以
て
世
に
行
な
い
、
既
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こ
の
褒
賞
を
受
け
て
、
早
く
も
翌
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
正

月
、
竹
山
は
子
華
の
漢
文
に
よ
る
評
伝
に
、
子
華
が
居
住
し
て
い

た
田
殿
村
や
近
鄰
の
村
か
ら
の
幕
府
へ
の
注
進
状
や
そ
の
検
分
・

幕
府
褒
賞
の
切
紙
の
写
し
な
ど
褒
賞
に
関
す
る
資
料
を
添
え
て

『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』
を
作
成
し
た
。
そ
の
中
で
竹
山
は
、

子
華
が
懐
徳
堂
で
甃
庵
に
学
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
懐
徳
堂

で
の
子
華
の
様
子
な
ど
を
述
べ
た
後
、

此
学
校
建
立
の
本
意
、
此
外
は
あ
る
ま
じ
く
、
当
時
万
年
先

生
を
は
じ
め
、
諸
同
志
中
並
び
に
亡
父
格
別
の
辛
苦
に
て
出

来
立
て
候
学
校
、
四
十
年
こ
の
か
た
別
條
な
く
相
続
の
内
、

一
人
に
て
も
箇
様
の
人
才
を
仕
立
て
申
し
候
事
、
亡
父
は
申

す
に
及
ば
ず
、
其
外
過
去
せ
ら
れ
た
御
方
々
草
葉
の
蔭
に
御

喜
び
、
今
日
皆
々
一
同
の
御
大
慶
、
本
望
の
至
こ
れ
に
過
ぎ

ず
候
。
仍
り
て
右
書
附
に
洩
れ
候
事
追
加
い
た
し
、
御
同
志

中
に
普
く
御
風
聴
申
し
候
義
に
御
座
候
。
以
上
。（『
稲
垣
浅

之
丞
純
孝
記
録（
８
）』）

と
結
ん
で
い
る
。
懐
徳
堂
と
子
華
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
内

容
や
、「
御
同
志
」
や
「
皆
々
一
同
の
御
大
慶
」
と
言
っ
た
言
葉

づ
か
い
か
ら
、
こ
れ
ら
が
懐
徳
堂
か
ら
出
た
孝
子
が
幕
府
や
藩
よ

り
褒
賞
を
受
け
た
こ
と
を
同
志
や
門
人
に
知
ら
せ
る
目
的
で
記
さ

に
傭
義
を
吾
姻
革
島
氏
の
隷

4

4

4

4

4

に
獲
る
。
実
に
語
中
云
う
所
の

如
し
。
近
ご
ろ
播
の
龍
野
、
又
孝
婦

4

4

芳よ
し

貞
婦

4

4

参さ
ん

有
り
、
倶
に

本
藩
の
賞
を
受
く
。
…
…
今
に
し
て
廼
ち
一
時
の
美
譚
を
我

門
に
鍾あ
つ
むる
を
得
た
る
は
、是
れ
予
の
尤
も
訢
然
た
る
所
な
り
。

（『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
跋（
６
））

と
あ
り
、
稲
垣
子
華
・
孝
子
義
兵
衛
・
孝
婦
よ
し
・
貞
婦
さ
ん
に

つ
い
て
「
美
譚
を
我
門
に
鍾あ
つ
むる

」
と
称
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
竹
山
を
は
じ
め
と
す
る
懐
徳
堂
関
係
者

が
顕
彰
に
努
め
た
孝
子
た
ち
で
あ
る
。
以
下
、
竹
山
・
履
軒
及
び

懐
徳
堂
関
係
者
が
、
こ
れ
ら
孝
子
貞
婦
を
ど
の
様
に
顕
彰
し
て

い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

一
、『
子
華
孝
状
』『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』

　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
一
二
月
、
懐
徳
堂
の
門
人
で
あ
っ
た

稲
垣
子
華
が
、
そ
の
孝
行
に
よ
っ
て
幕
府
と
森
対
馬
守
よ
り
褒
賞

を
受
け
た（
７
）。

甃
庵
の
逝
去
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
子
華
は
通
称

浅
之
丞
、
諱
は
隆
秀
、
字
は
子
華
、
号
は
滝
下
散
（
山
）
人
、
諡

を
瀧ろ
う

嵓が
ん

と
い
い
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
一
三
歳
の
頃
よ
り

二
〇
歳
で
安
志
藩
に
仕
え
る
ま
で
、中
井
甃
庵
・
五
井
蘭
洲
の
下
、

懐
徳
堂
で
学
ん
だ
。
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れ
た
も
の
だ
と
分
か
る
。「
此
学
校
建
立
の
本
意
、
此
外
は
あ
る

ま
じ
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
徳
育
（
特
に
孝
徳
の
涵
養
）
を
建
学

の
目
的
に
置
く
懐
徳
堂
に
と
っ
て
、
門
人
の
褒
賞
は
大
き
な
名
誉

で
あ
り
、
ま
ず
懐
徳
堂
の
関
係
者
へ
の
報
告
が
図
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
竹
山
の
詩
文
集
で
あ
る
『
奠
陰
集
』
に
は
、
褒
賞
（
旌

表
）
を
祝
う
文
章
（「
旌
孝
篇
贈
稲
垣
子
華（
９
）」）

や
、
播
磨
の
儒
者

梁
田
象
水
（
梁
田
蛻
巌
次
男
）
や
画
家
の
田
能
村
竹
田
（
字
君
彝
）

に
送
っ
た
子
華
の
褒
賞
を
知
ら
せ
る
手
紙
（「
与
梁
田
象
水
」「
与

君
彝）
10
（

」）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

更
に
同
年
春
、
竹
山
は
子
華
の
孝
状
を
ま
と
め
た
漢
文
の
評
伝

『
子
華
孝
状
』を
撰
し
、懐
徳
堂
蔵
版
に
て
出
版
し
た）
11
（

。こ
ち
ら
は
、

子
華
の
孝
状
を
広
く
世
間
に
伝
え
、
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
序
と
評
伝
と
跋
と
に
当
る
部
分
よ
り
成
る
が
、
そ
の
評
伝

部
の
梗
概
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
。

　

子
華
は
、
名
を
隆
秀
、
通
称
浅
之
丞
、
姓
は
稲
垣
と
い
う
。

一
一
歳
で
京
都
に
出
て
諸
儒
の
間
に
遊
学
す
る
う
ち
、
甃
庵

と
出
会
い
懐
徳
堂
に
寄
宿
す
る
よ
う
に
な
る
。
甃
庵
は
出
仕

を
世
話
し
た
り
、
医
学
を
学
ば
せ
た
り
し
た
が
、
結
局
懐
徳

堂
に
戻
り
学
問
を
続
け
た
。
性
格
は
温
厚
で
学
問
に
熱
心
で

あ
っ
た
た
め
、
幾
度
も
他
家
の
養
子
と
な
る
こ
と
を
勧
め
ら

れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
て
断
わ
っ
た
。
母
が
病
を
得
て
か
ら

は
頻
繁
に
帰
省
し
て
い
た
が
、
母
が
死
去
す
る
に
及
び
、
喪

を
終
え
て
ま
た
懐
徳
堂
で
学
問
に
励
ん
だ
。

　

二
〇
歳
の
時
に
安
志
侯
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
暇

を
取
っ
て
さ
ら
に
懐
徳
堂
で
学
び
、
学
を
終
え
て
安
志
に

帰
っ
た
。
後
、
子
華
は
父
親
を
安
志
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し

た
が
、
父
が
そ
れ
を
望
ま
な
か
っ
た
た
め
、
帰
郷
し
て
親
に

孝
を
尽
す
た
め
藩
主
に
致
仕
を
申
し
出
る
。
子
華
を
惜
し
ん

だ
藩
主
は
初
め
許
さ
な
か
っ
た
が
、
幾
度
も
の
請
願
の
後
、

帰
郷
が
認
め
ら
れ
る
。

　

帰
郷
し
た
子
華
は
妻
と
と
も
に
孝
養
に
努
め
た
。
農
業
に

取
り
組
む
傍
ら
学
問
に
努
め
、
人
づ
き
あ
い
は
礼
に
適
い
思

い
や
り
が
あ
っ
た
。

　

た
め
に
近
隣
の
者
た
ち
が
藩
へ
子
華
の
孝
養
ぶ
り
を
注
進

し
、
幕
府
が
表
彰
、
藩
も
そ
の
表
彰
を
祝
っ
た
。

　

幼
い
子
華
が
、
他
家
の
養
子
と
な
る
こ
と
を
、「
我
が
親
を
親

と
せ
ず
し
て
、
人
の
親
を
親
と
す
」（『
子
華
行
状
』）
と
し
て
肯

ん
じ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
父
の
た
め
に
安
志
藩
を
致
仕
し
、
孝
養

に
努
め
た
こ
と
が
そ
の
孝
状
の
中
心
で
あ
る
。「
職
を
辞
し
て
孝

養
に
努
め
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
和
漢
の
孝
行
譚
に
散
見
す

る
も
の
で
、
本
朝
で
は
中
江
藤
樹
が
類
似
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
名
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高
い）
12
（

。

　

な
お
、
子
華
仕
官
の
後
も
子
華
と
懐
徳
堂
と
の
関
係
は
続
き
、

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
は
子
華
が
来
坂
し
懐
徳
堂
に
滞
在）
13
（

、

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
竹
山
履
軒
が
龍
野
を
訪
れ
た
際
に
は
、

子
華
の
招
き
で
、
履
軒
が
子
華
の
家
に
宿
泊
し
て
い
る
（
後
述
）。

ま
た
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
子
華
が
没
し
た
後
、
そ
の
門

弟
ら
の
求
め
に
よ
っ
て
竹
山
の
子
で
あ
る
中
井
蕉
園
が
追
慕
碑
の

碑
文
を
撰
し
て
い
る）
1（
（

。

　

甃
庵
も
孝
子
に
同
情
し
、
こ
れ
を
顕
彰
す
る
た
め
に
評
伝
を
撰

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
懐
徳
堂
内
部
に
お
け
る
教
導
や

訓
戒
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
山
履
軒
の
時
代
に
な
っ

て
、
懐
徳
堂
の
「
孝
子
顕
彰
」
は
、
そ
の
対
象
を
大
衆
や
為
政
者

と
す
る
、「
孝
子
顕
彰
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会

的
活
動
と
な
っ
て
ゆ
く
。

　
「
孝
子
」
は
、
単
な
る
孝
行
な
子
供
で
は
な
く
、
世
間
に
「
孝
子
」

と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
孝
子
」
と
な
る
。
そ
う
し

て
、
公
権
力
か
ら
の
旌
表
は
、
権
威
・
実
利
と
も
に
最
も
強
く
望

ま
し
い
「
認
知
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
懐
徳
堂
の
「
孝
子
顕
彰
」

が
「
孝
子
顕
彰
運
動
」
へ
と
変
化
し
た
の
が
、
子
華
と
い
う
「
既

に
成
功
し
た
孝
子
」
を
後
追
い
で
顕
彰
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
の
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
が
、

民
衆
教
化
や
孝
子
援
助
と
と
も
に「
公
儀
に
対
す
る
褒
賞
の
要
請
」

に
重
き
を
置
い
た
の
も
、
こ
の
経
験
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
よ
う）
15
（

。

　
『
子
華
孝
状
』
の
中
に
、

於
戯
吾
が
子
華
、
天
稟
の
粋
と
雖
も

4

4

4

4

4

4

4

、
而
し
て
其
の
学
に
資

4

4

4

4

4

4

4

4

る
も
亦
多
し

4

4

4

4

4

。
則
ら
ず
ん
ば
悪
ん
ぞ
是
の
若
く
の
全
且
つ
尽

な
る
を
得
ん
か
な
。
子
華
間
ご
ろ
予
に
書
し
て
慶
を
報
じ
、

実
に
是
れ
先
公
の
余
徳
と
曰
う
有
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
此
の
言
謙
な
り
と
雖

も
、
而
し
て
以ゆ

え
あ
る
な
り
。（『
子
華
孝
状）
16
（

』）

と
あ
り
、
子
華
の
孝
を
「
天
性
で
あ
る
と
と
も
に
懐
徳
堂
で
学
ん

だ
も
の
」
と
し
、
子
華
が
「
己
の
褒
賞
は
先
公
（
＝
甃
庵
）
の
お

か
げ
で
あ
る
」
と
伝
え
て
来
た
と
記
す
。
ま
た
、『
稲
垣
浅
之
丞

純
孝
記
録
』
に
も
、

全
く
本
人
の
美
質
故
と
は
申
し
な
が
ら
、
一
は
亡
父
教
導
の

4

4

4

4

4

助
け

4

4

、
ま
た
は
自
分
の
学
力
よ
り
出
で
候
事
も
多
き
様
に
存

ぜ
ら
れ
候
事
（『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』）

と
、「
亡
父
教
導
」
を
表
彰
に
至
っ
た
一
因
と
位
置
づ
け
る
。
先

の
引
用
部
に
も
、「
此
学
校
建
立
の
本
意
、
此
外
は
あ
る
ま
じ
く
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
竹
山
は
懐
徳
堂
建
学
の
目
的
を
徳
育
（
特
に
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孝
徳
の
涵
養
）に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
竹
山
に
と
っ

て
、『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』『
子
華
孝
状
』
の
撰
書
、
つ
ま
り

子
華
の
顕
彰
は
、
即
ち
子
華
が
学
ん
だ
懐
徳
堂
、
さ
ら
に
は
子
華

を
教
導
し
た
甃
庵
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。

　

ま
た
、『
子
華
行
状
』
に
、

在
昔
文
武
帝
…
…
、
天
下
の
孝
順
な
る
者
を
復
し
、
其
の
門

閭
を
表
し
、
著
し
て
令
と
為
す
。
…
…
後
世
喪
乱
、
礼
楽
壊

れ
て
風
習
頽
る
。
…
…
方
今
国
家
承
平
、
既
に
十
紀
を
踰
え
、

旧
章
粗
ぼ
挙
げ
、
復
た
近
代
の
陋
に
非
ず
。
是
に
於
い
て
民

間
至
性
を
以
て
旌
賞
を
受
く
る
者
、蓋
し
往
〃
に
し
て
有
り
。

（『
子
華
行
状）
1（
（

』）

と
あ
り
、
王
朝
期
に
行
な
わ
れ
て
い
た
孝
子
顕
彰
が
中
世
世
情
が

乱
れ
て
よ
り
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ

て
復
興
さ
れ
た
、
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
竹
山
が

時
の
老
中
松
平
定
信
の
求
め
に
応
じ
て
撰
し
た
献
策
書
『
草
茅
危

言
』（
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
成
立
）
に
も
「
旌
表
ノ
事
」
な

る
章
を
立
て
、「
孝
弟
力
田
列
婦
義
奴
ナ
ド
旌
表
ノ
ヿ
ハ
寧
京
以

来
国
家
ノ
典
故
ニ
テ
今
日
ニ
於
テ
モ
上
聞
次
第
ニ
時
日
ヲ
移
サ
ズ

行
ハ
セ
ラ
ル
ヽ
御
ヿ
有
ガ
タ
キ
事
共
ナ
リ
…
…
信
賞
必
罰
ハ
国
家

ノ
大
柄
タ
ル
上
善
ヲ
褒
ス
ル
ハ
風
化
ノ
基
ト
ナ
ル
ヿ
ユ
ヘ
、
迚
ノ

ヿ
ニ
軽
キ
旌
表
ノ
令
ア
リ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」（『
草
茅
危
言
』
巻
之

四
（
徴）
18
（

））
と
あ
り
、
竹
山
が
「
徳
治
」
の
要
諦
と
し
て
、
公
儀

に
よ
る
旌
表
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

子
華
を
周
知
さ
せ
て
懐
徳
堂
の
存
在
感
を
高
め
た
い
と
い
う
懐

徳
堂
の
事
情
と
、
父
甃
庵
を
顕
彰
し
た
い
と
い
う
竹
山
の
心
情
と

が
一
因
と
な
り
、
子
華
の
顕
彰
は
懐
徳
堂
内
部
の
動
き
に
止
ま
ら

ず
、
出
版
を
と
も
な
う
社
会
的
な
活
動
と
な
っ
た）
19
（

。
懐
徳
堂
学
主

が
竹
山
に
代
替
わ
り
し
て
比
較
的
早
く
に
起
き
た
こ
の
事
件
は
、

後
の
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
事
件
で

あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
履
軒
の
詩
集
『
履
軒
古
風
』
巻
一
に
は
、
褒
賞
を
祝
い

履
軒
が
子
華
に
贈
っ
た
「
孝
思
詩
」
三
首
が
、
ま
た
巻
三
に
は
、

子
華
を
詠
ん
だ
「
招
隠
士
」
と
「
席
上
贈
稲
垣
子
華
」
と
が
収
め

ら
れ
て
い
る）
20
（

。

二
、『
孝
子
義
兵
衛
記
録
』

　
　『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』

　

次
に
懐
徳
堂
が
顕
彰
運
動
を
展
開
し
た
の
が
孝
子
義
兵
衛
で
あ

る）
21
（

。
山
城
国
葛
野
郡
川
島
村
の
農
民
義
兵
衛
は
、
親
孝
行
で
付
近

で
も
評
判
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
孝
行
を
褒
賞
さ
れ
る
と
共
に
、
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そ
の
評
伝
が
複
数
作
ら
れ
た
。
懐
徳
堂
関
係
者
に
よ
る
評
伝
と
し

て
は
、
中
井
竹
山
が
義
兵
衛
の
孝
状
を
記
し
同
志
や
門
人
に
配
付

し
た
『
孝
子
義
兵
衛
記
録
』、
竹
山
の
門
人
で
あ
る
加
藤
景
範
が

記
し
、懐
徳
堂
蔵
版
で
出
版
さ
れ
た『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』（
明

和
八
年
刊
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
義
兵
衛
の
孝
状
の
梗

概
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

子
供
の
こ
ろ
に
父
親
を
亡
く
し
母
と
二
人
暮
ら
し
の
農

民
、
義
兵
衛
は
、
辺
り
で
も
評
判
の
孝
行
も
の
で
あ
っ
た
。

義
兵
衛
の
家
は
極
め
て
貧
し
く
、
田
畑
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
農
作
業
、
工
事
現
場
、
油
製
作
な
ど
の
手
伝
い
、

荷
物
運
び
や
屏
風
の
張
り
替
え
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
し

て
母
を
養
っ
て
い
た
。

　

義
兵
衛
は
毎
日
、
母
の
髪
を
ゆ
い
、
着
物
を
着
せ
、
食
事

を
用
意
し
て
は
母
に
勧
め
た
。
足
を
悪
く
し
て
い
る
母
の
た

め
に
、
毎
晩
お
湯
を
沸
か
し
足
を
温
め
、
ま
た
、
冬
に
は
母

の
両
足
を
一
晩
中
懐
に
入
れ
な
が
ら
眠
る
の
で
あ
っ
た
。

　

義
兵
衛
一
人
の
働
き
で
は
、
満
足
に
食
事
す
る
こ
と
も
ま

ま
な
ら
な
か
っ
た
が
、
義
兵
衛
は
母
に
は
可
能
な
限
り
よ
い

物
を
食
べ
さ
せ
、
自
分
は
隠
れ
て
、
ゆ
る
粉
（
脱
穀
の
際
に

出
る
米
の
屑
）
な
ど
を
食
べ
る
毎
日
で
あ
っ
た
。

　

母
親
は
信
心
深
い
人
で
、
毎
朝
太
陽
と
神
仏
と
を
拝
ん
で

い
た
が
、
そ
の
際
に
は
義
兵
衛
に
感
謝
し
て
、
彼
に
も
手
を

合
わ
せ
た
。止
め
る
よ
う
に
頼
ん
で
も
聞
き
い
れ
な
い
た
め
、

義
兵
衛
も
隠
れ
て
母
親
を
拝
ん
で
い
た
。

　

暖
か
く
て
重
ね
着
の
必
要
の
な
い
よ
う
な
日
で
も
、
母
が

勧
め
れ
ば
そ
れ
に
従
い
重
ね
着
し
て
出
か
け
、
途
中
で
脱
い

で
人
に
預
け
て
お
き
、
帰
り
に
ま
た
そ
れ
を
着
て
帰
る
と
い

う
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
仕
事
に
出
て
も
、
一
日
に
何
度
も

家
へ
戻
り
母
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
。

　

ま
た
、仕
事
先
で
食
事
を
出
さ
れ
た
時
は
必
ず
持
ち
帰
り
、

母
に
与
え
た
。
母
も
、
義
兵
衛
の
留
守
中
に
他
人
に
お
土
産

な
ど
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
義
兵
衛
が
帰
る
ま
で
決

し
て
食
べ
な
か
っ
た
。
義
兵
衛
の
帰
り
が
遅
く
な
る
と
、
母

は
杖
を
つ
い
て
迎
え
に
出
て
、
帰
っ
て
き
た
義
兵
衛
と
抱
き

合
っ
て
涙
を
落
と
す
の
で
あ
っ
た
。

　

義
兵
衛
自
身
も
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
は
彼
は

養
子
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
そ
の
事
実
を
告
げ
、
京
都
に
実

の
親
は
健
在
で
、
そ
ち
ら
へ
帰
れ
ば
よ
い
と
勧
め
る
人
が

あ
っ
た
が
、
義
兵
衛
は
義
理
の
息
子
の
自
分
を
こ
ん
な
に
も

愛
し
て
く
れ
た
と
感
謝
し
、
さ
ら
に
母
を
大
切
に
し
た
。

　

義
兵
衛
の
行
い
は
近
隣
で
も
評
判
で
、
孝
行
者
の
噂
を
聞

き
つ
け
た
外
部
の
人
が
川
島
村
に
来
て
、「
こ
の
村
に
は
親

孝
行
な
人
が
い
る
そ
う
で
す
が
、
ど
の
お
宅
で
す
か
」
と
尋
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ね
れ
ば
、
小
さ
な
子
供
で
す
ら
義
兵
衛
の
家
を
指
し
示
す
の

で
あ
っ
た
。

　

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
当
時
、
川
島
村
在
住
の
姻
戚
、
革
嶋

家
の
後
見
を
つ
と
め
て
い
た
中
井
竹
山
は
、
そ
の
関
係
で
出
入
り

し
て
い
た
川
島
村
で
義
兵
衛
の
孝
行
ぶ
り
を
知
る
。
竹
山
は
何
と

か
義
兵
衛
を
援
助
し
た
い
と
考
え
た
が
、
貧
し
い
も
の
か
ら
は
授

業
料
を
取
ら
な
い
と
い
う
方
針
の
懐
徳
堂
に
は
金
銭
的
余
裕
が
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
竹
山
は
懐
徳
堂
関
係
者
を
中
心
に
義
兵
衛
援

助
の
寄
付
を
募
り
、
義
兵
衛
の
生
活
を
助
け
る
と
と
も
に
、
領
主

の
鷹
司
家
に
そ
の
孝
行
ぶ
り
を
言
上
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
和
七

年
（
一
七
七
〇
）
五
月
、
義
兵
衛
の
孝
行
へ
の
褒
美
と
し
て
、
母
存

命
中
の
年
貢
免
除
や
扶
持
米
な
ど
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
孝
子
義
兵
衛
記
録
』
は
、
義
兵
衛
の
孝
行
を
鷹
司
公
に
言
上

す
る
際
、
そ
の
孝
行
ぶ
り
を
説
明
す
る
た
め
竹
山
が
記
し
た
義
兵

衛
の
評
伝
と
言
上
し
た
内
容
の
覚
書
き
（
書
上
）
に
、
集
ま
っ
た

寄
附
金
の
内
訳
や
言
上
よ
り
褒
賞
に
至
っ
た
経
緯
、
さ
ら
に
領

主
・
御
所
よ
り
の
沙
汰
の
写
し
な
ど
が
加
え
ら
れ
た
、
義
兵
衛
褒

賞
申
請
運
動
に
関
す
る
資
料
集
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
懐
徳
堂
蔵
版
で
刊
行
さ
れ
た
『
か
は
し
ま
も
の
か

た
り
』
は
、
履
軒
に
よ
る
漢
文
の
序
と
竹
山
に
よ
る
漢
文
の
跋
を

備
え
、
本
文
に
は
流
麗
な
崩
し
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
内
容
も
、

『
孝
子
義
兵
衛
記
録
』
が
義
兵
衛
の
孝
行
を
個
条
書
き
で
記
す
の

に
対
し
、『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
は
よ
り
物
語
的
に
構
成
さ

れ
て
お
り
、「
文
章
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
一
つ
の
作
品
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る）
22
（

」
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
、
ま
ず
孝
状
と
褒
賞
の
関
係
資
料
（『
孝
子
義
兵
衛
記
録
』）

と
を
撰
し
て
同
志
に
知
ら
し
め
、
次
に
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
一
冊

の
孝
子
評
伝
（『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』）
を
刊
行
す
る
と
い
っ

た
手
法
は
、
ま
ず
『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』
に
よ
っ
て
同
志
に

褒
賞
を
受
け
た
こ
と
を
知
ら
せ
、『
子
華
孝
状
』
に
よ
っ
て
広
く

世
間
に
顕
彰
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
稲
垣
子
華
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ

る
。
先
の
子
華
は
、
先
ず
在
所
の
田
殿
村
か
ら
三
日
月
藩
へ
「
孝

養
奇
特
農
業
出
精
」
が
注
進
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
藩
と
幕
府

よ
り
褒
賞
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
褒
賞
の
要
請
に
懐
徳
堂
は
関

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
め
に
、
懐
徳
堂
の
運
動
は
子
華
を
顕
彰

す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
祝
儀
を
送
っ
た
こ
と
は
記
録
さ
れ
て

い
る
が
、
褒
賞
前
に
寄
付
を
募
っ
た
様
子
は
な
い
。
子
華
が
褒
賞

を
受
け
て
の
い
わ
ば
後
追
い
の
顕
彰
運
動
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

義
兵
衛
の
場
合
は
、
領
主
へ
の
言
上
の
時
点
か
ら
竹
山
が
中
心
と

な
っ
て
関
わ
り
、
言
上
と
同
時
に
義
兵
衛
の
生
活
援
助
の
た
め
の

寄
付
を
募
っ
て
い
る）
23
（

。
子
華
の
際
の
経
験
を
生
か
し
、
よ
り
多
岐

に
渡
る
孝
子
顕
彰
運
動
が
行
な
わ
れ
た
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

　

こ
の
義
兵
衛
に
対
す
る
顕
彰
運
動
は
、
ま
ず
孝
子
貞
婦
の
評
伝
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（
書
上
）
を
作
成
し
て
孝
子
を
顕
彰
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
用

い
て
寄
付
募
集
・
褒
賞
請
求
・
民
衆
教
化
を
行
な
う
と
い
う
懐
徳

堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
の
典
型
が
示
さ
れ
た
最
初
の
例
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
他
、
懐
徳
堂
関
係
者
に
よ
る
義
兵
衛
関
連
の
文
章
と
し
て

は
、
こ
れ
ら
の
他
に
竹
山
に
よ
る
漢
詩
「
孝
子
義
画
像
引
」（
明

和
七
年
（
一
七
七
〇
））
が
あ
る
。『
懐
徳
堂
考
』
に
、「
叡
感
の

餘
に
菓
子
銀
錠
を
義
兵
衛
に
賜
ひ
け
れ
ば
、
竹
山
感
激
し
て
孝
子

の
像
を
画
か
し
め
、
七
古
の
賛
を
作
り
て
其
の
詳
を
記
し）
2（
（

」
と
あ

り
、
画
の
賛
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
山
の
詩

文
集
『
奠
陰
集
』
に
収
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
三
浦
梅
園
『
愉
婉

録
』下
巻（「
紺
屋
町
は
つ
／
山
城
国
儀
兵
衛
／
糸
永
村
矢
野
雖
愚
」

条
）
に
、
こ
の
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る）
25
（

。

　

な
お
、
高
山
彦
九
郎
の
日
記
「
丁
酉
春
旅
」
安
永
六
年
（
一
七

七
七
）
四
月
一
五
日
条
に
、
駿
府
に
孝
子
八
助
を
訪
ね
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
、

我
レ
八
助
に
云
ふ
、公
は
天
下
に
二
人
の
人
也
、当
時
に（
改

行
一
字
上
げ
）皇
帝
の
叡
感
に
預
り
し
人
は
い
ま
た
聞
か
す
、

西
岡
の
孝
子
と
公
と
の
み
は
天
子
龍
巾
を
う
る
を
し
玉
ふ）
26
（

と
義
兵
衛
に
言
及
す
る
。
宮
中
よ
り
の
褒
賞
と
幕
藩
よ
り
の
褒
賞

と
を
区
別
し
、
宮
中
よ
り
褒
賞
を
受
け
た
の
は
八
助
と
義
兵
衛
と

天
下
に
只
二
人
の
み
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
誇
る
よ
う
に

八
助
に
諭
す
内
容
で
、
尊
皇
の
志
高
き
彦
九
郎
ら
し
い
認
識
と
い

え
よ
う）
2（
（

。
彦
九
郎
は
夙
に
懐
徳
堂
と
親
交
が
あ
り
、
恐
ら
く
義
兵

衛
の
こ
と
も
懐
徳
堂
よ
り
聞
き
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彦

九
郎
が
義
兵
衛
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
懐
徳
堂
と
彦

九
郎
と
が
孝
子
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
の

傍
証
と
な
ろ
う）
28
（

。

　

こ
の
他
、
義
兵
衛
の
評
伝
と
し
て
は
、
心
学
者
布
施
松
翁
の
撰

し
た
『
西
岡
孝
子
儀
兵
衛
行
状
聞
書
』（
明
和
七
庚
寅
五
月
（
一

七
七
〇
）
刊
）
が
あ
り
、
伝
松
井
成
教
『
落
栗
物
語
』（
寛
政

四
年
（
一
七
九
二
）
以
後
成
）
に
も
、
そ
の
孝
状
が
紹
介
さ
れ
て

い
る）
29
（

。

　

そ
の
後
義
兵
衛
は
、
幕
府
編
纂
の
『
孝
義
録
』（
享
和
元
年
（
一

八
〇
一
））
に
も
評
伝
が
載
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
昭
和
に
入
り
、
国

定
教
科
書
『
尋
常
小
学
修
身
書
』（
巻
五
）
に
、
第
十
課
「
孝
行
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る）
30
（

。

三
、『
昔
の
旅
』

　

懐
徳
堂
の
学
主
を
勤
め
た
中
井
家
は
、
も
と
播
州
龍
野
藩
に
仕

え
る
藩
医
で
あ
り
、
大
坂
の
中
井
家
の
他
に
、
龍
野
に
も
甃
庵
の

叔
父
に
あ
た
る
中
井
玄
意
の
一
家
が
藩
医
職
を
奉
じ
て
在
勤
し
て
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い
た）
31
（

。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
春
、
竹
山
・
履
軒
の
兄
弟
は

親
戚
の
訪
問
や
墓
参
り
の
た
め
に
龍
野
を
訪
れ
、
履
軒
は
こ
の
旅

の
顛
末
を
昔
の
文
章
博
士
一
行
の
旅
に
仮
託
し
、
和
文
を
用
い
て

旅
物
語
『
昔
の
旅
』
を
撰
し
た）
32
（

。
そ
の
梗
概
は
、「
如
月
の
頃
、

昔
の
と
あ
る
文
章
博
士
（
竹
山
が
モ
デ
ル
）
の
も
と
に
播
磨
国
の

揖
保
（
龍
野
）
に
住
む
お
じ
「
岡
の
翁
」
か
ら
手
紙
が
届
い
た
。

老
い
に
病
の
加
わ
っ
た
心
細
さ
か
ら
「
会
い
た
い
」
と
書
い
て
寄

こ
し
た
の
で
あ
る
。
お
じ
を
見
舞
う
た
め
、
三
月
三
日
の
夜
、
博

士
は
弟
の
内
記
（
履
軒
が
モ
デ
ル
）
や
二
人
の
文
章
生
ら
と
共
に

揖
保
へ
旅
立
っ
た
。
道
す
が
ら
名
勝
を
愛
で
人
情
に
触
れ
て
和
歌

漢
詩
を
詠
み
、
揖
保
で
は
親
族
と
旧
交
を
温
め
、
墓
参
や
遠
出
な

ど
し
て
日
を
過
ご
す
。
そ
の
一
方
で
精
力
的
に
当
地
の
孝
婦
貞
婦

を
訪
ね
て
金
品
を
贈
る
な
ど
し
、
二
十
日
足
ら
ず
の
滞
在
の
後
、

別
れ
を
惜
ん
で
帰
路
に
つ
く
の
で
あ
っ
た
」（
矢
羽
野
氏
他
前
掲

稿
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
程
を
記
す
と
、

三
月　

三
日 

夜
、
送
別
会
。
難
波
よ
り
舟
出
。

　
　
　

四
日 

 

明
方
、
尼
崎
上
陸
。
甲
山
を
望
み
、
西
宮
、

布
引
滝
、
湊
川
を
経
て
、
福
原
泊
。

　
　
　

五
日 

 

福
原
発
。
淡
路
島
を
眺
め
、
須
磨
、
舞
子
、

明
石
を
経
て
、
加
古
川
泊
。

　
　
　

六
日 

 

揖
保
（
龍
野
）
着
。「
岡
の
翁
」
と
対
面
。

貞
婦

4

4

4「
よ
し

4

4

4」
が
来
訪

4

4

4

。

　

七
～
十
日 

―
記
述
な
し
。

―

　
　

一
一
日 

揖
保
。
一
族
の
墓
参
。

　
　

一
二
日 

 

揖
保
。
孝
女

4

4

4（
は
つ

4

4

4）を
訪
問
す
る
が

4

4

4

4

4

4

、不
在

4

4

。

　
　

一
三
日 

揖
保
。
孝
女

4

4

4（
は
つ

4

4

4）
が
来
訪

4

4

4

。

　
　

一
四
日 

 

さ
い
村
へ
。
盲
人
の
妻
に
会
う
。
貞
婦

4

4

4（
さ4

ん4

4）
を
訪
問

4

4

4

（
一
三
日
か
）。

　
　

一
五
日 

 

博
士
は
、
文
章
生
・
知
人
二
三
人
を
伴
い
、

父
方
の
祖
父
の
墓
参
に
赤
穂
へ
出
発
。

 
 

内
記
は
、
上
津
の
知
人
の
子
・
美
作
の
知
人

4

4

4

4

4

4
（
稲
垣
子
華

4

4

4

4

4）
の
子
を
伴
い

4

4

4

4

4

、
長
谷
へ
母
方
の

4

4

4

4

4

4

祖
父
の
墓
参
に
出
発

4

4

4

4

4

4

4

4

。上
津（
長
谷
付
近
）泊
。

　
　

一
六
日 

 

博
士
ら
、
赤
穂
よ
り
帰
る
。

 
 

内
記
、
墓
参
。
帰
る
予
定
を
変
更
し
、
杉
坂

を
経
て
、
美
作
の
子
華
に
会
い
に
行
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
子4

華
宅
泊

4

4

4

。

　
　

一
七
日 

内
記
、
一
人
で
帰
路
に
つ
く
。
上
津
泊
。

　
　

一
八
日 

内
記
、
揖
保
着
。

　
　

一
九
日 

―
記
述
無
し
。

―

　
　

二
〇
日 

 

川
舟
で
網
干
へ
。
海
舟
に
乗
り
換
え
投
石
見

物
。
投
石
付
近
の
民
家
泊
。

　
　

二
一
日 

室
津
を
経
由
し
龍
野
着
。
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二
二
日 

龍
野
。
河
辺
で
の
遊
び
。

　
　

二
三
日 

―
記
述
無
し
。

―

　
　

二
四
日 

龍
野
の
人
々
と
別
れ
帰
途
に
着
く
。

と
な
る
（
矢
羽
野
氏
他
前
掲
稿
）。
親
族
の
訪
問
と
墓
参
り
と
が

目
的
で
あ
る
が
、
布
引
の
滝
や
湊
川
の
楠
正
成
の
墓
に
立
寄
っ
た

り
と
、
物
見
遊
山
的
な
一
面
も
有
す
る
。

  

こ
の
旅
の
中
で
博
士
一
行
は
、
親
族
の
訪
問
や
墓
参
り
の
た
め

に
龍
野
を
訪
れ
る
と
と
も
に
、「
見
も
し
ら
ぬ
を
う
な（
＝
よ
し
）」、

「
親
に
け
う
ふ
か
き
を
う
な（
＝
は
つ
）」、「
教
順
が
妻（
＝
さ
ん
）」

と
い
っ
た
龍
野
の
孝
子
貞
婦
と
面
会
し
、
そ
の
美
徳
を
称
揚
し
て

金
品
を
送
る
な
ど
し
て
お
り
、
こ
の
旅
の
も
う
一
つ
の
目
的
が
、

龍
野
で
評
判
の
孝
子
や
貞
婦
を
訪
問
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
「
よ
し
」
と
「
さ
ん
」
と
が
、
即
ち
先
に
挙
げ
た
、「
近

ご
ろ
播
の
龍
野
、
又
孝
婦
芳よ
し

貞
婦
参さ
ん

有
り
、
倶
に
本
藩
の
賞
を
受

く
」（『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
跋
）
と
さ
れ
た
「
芳よ
し

」
と

「
参さ
ん

」
と
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
内
記
（
履
軒
）
は
博
士
（
竹
山
）
と
別
行
動
し
、「
美

作
の
知
人
（
稲
垣
子
華
）」
を
訪
ね
、
子
華
宅
に
一
泊
し
た
後
、

帰
坂
し
て
い
る
。こ
れ
も
孝
子
訪
問
の
一
環
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
―
一
、『
昔
の
旅
』
よ
し

　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
三
月
三
日
に
大
坂
難
波
を
船
出
し
た

博
士
一
行
は
、
翌
四
日
に
尼
崎
に
上
陸
す
る
。
こ
れ
よ
り
陸
路
を

進
み
、
西
宮
、
湊
川
、
須
磨
、
明
石
な
ど
を
経
て
六
日
に
揖
保
（
龍

野
）
へ
到
着
す
る
。
そ
の
晩
、
貞
婦
「
よ
し
」
が
博
士
一
行
を
来

訪
す
る
。

　

よ
し
は
、
播
磨
国
揖
保
郡
龍
野
町
馬
持
忠
兵
衛
の
息
子
市
兵
衛

の
妻
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
夫
に
先
立
た

れ
る
。
そ
の
後
、
実
家
よ
り
戻
っ
て
く
る
よ
う
勧
め
ら
れ
つ
つ
も

そ
れ
を
断
り
、
舅
姑
へ
の
仕
え
を
尽
く
し
た
貞
女
で
あ
る
。

　
『
昔
の
旅
』
の
梗
概
は
、

見
も
知
ら
ぬ
媼
が
訪
れ
、
額
づ
い
て
酒
肴
を
差
し
出
し
た
。

「
何
者
だ
」
と
問
う
と
、
よ
し

4

4

と
い
う
、
舅
姑
に
孝
の
深
い

者
で
あ
っ
た
。
よ
し
は
、
夫
が
死
亡
し
た
後
、
機
織
り
や
縫

い
物
の
雇
わ
れ
仕
事
を
し
て
舅
姑
を
養
い
、
朝
夕
よ
く
お
仕

え
申
し
上
げ
、
全
く
舅
姑
の
心
に
違
う
こ
と
は
無
か
っ
た
。

以
前
、
近
く
の
辺
り
の
人
が
、
哀
れ
が
っ
て
嘆
い
て
い
た
の

を
、
竹
山
が
聞
き
及
び
、
友
人
ら
と
相
談
し
て
、
銀
・
金
・

布
な
ど
を
送
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
お
礼
を
申
し
上
げ
に
来
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た
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
も
の
。

　

ま
た
、
よ
し
に
関
し
て
は
、
龍
野
藩
士
で
あ
り
竹
山
の
同
輩
で

も
あ
っ
た
股
野
玉
泉
の『
孝
婦
鳴
盛
編
』（
明
和
九
年（
一
七
七
二）
33
（

））

に
「
龍
野
孝
婦
の
小
伝
」（
明
和
七
年
庚
寅
閏
六
月
廿
三
日
撰
）

と
題
す
る
評
伝
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
①
夫
の
死
後
、
実
家
か
ら

の
再
婚
の
勧
め
を
断
り
、
舅
姑
の
奉
養
に
尽
く
し
た
。
②
夫
の
弟

の
年
忌
を
夫
の
そ
れ
と
遜
色
な
く
行
な
っ
た
。
③
己
の
子
の
み
な

ら
ず
夫
の
甥
や
姪
を
幾
人
も
面
倒
を
み
た
。
④
龍
野
公
よ
り
褒
賞

を
賜
わ
っ
た
、
等
の
行
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
玉
泉
の
日
記
『
幽
蘭
堂
年
譜
』
の
明
和
七
年
閏
六
月
条）
3（
（

や
、

玉
泉
の
編
で
龍
野
藩
に
お
い
て
藩
主
よ
り
褒
賞
を
受
け
た
孝
子
貞

婦
ら
の
行
状
を
記
し
た
徳
行
譚
集
『
天
民
録
』（
寛
政
四
年
（
一

七
九
二
））
に
よ
し
の
褒
賞
が
記
さ
れ
て
お
り
、
竹
山
ら
の
龍
野

行
の
三
ヵ
月
ほ
ど
後
の
六
月
二
三
日
に
藩
よ
り
褒
賞
さ
れ
、
米
二

俵
を
受
け
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）
35
（

。

　

藩
に
よ
る
褒
賞
と
竹
山
ら
の
援
助
活
動
と
の
関
係
は
分
明
で
な

い
が
、『
昔
の
旅
』
の
記
述
よ
り
竹
山
ら
が
龍
野
訪
問
以
前
よ
り

よ
し
を
援
助
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
、援
助
活
動
が
褒
賞（
及

び
玉
泉
の
「
龍
野
孝
婦
の
小
伝
」
執
筆
）
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
竹
山
が
『
か
は
し
ま
も
の
か
た
り
』
の

跋
に
、
よ
し
を
含
め
て
「
美
譚
を
我
門
に
鍾
る
」
と
す
る
の
は
、

少
な
く
と
も
竹
山
は
そ
の
よ
う
な
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
36
（

。

　
「
夫
に
先
立
た
れ
た
女
性
が
、
実
家
か
ら
の
再
婚
の
勧
め
を
拒

否
し
、舅
姑
に
尽
く
し
つ
つ
亡
夫
へ
の
貞
を
貫
く
」と
い
う
モ
チ
ー

フ
は
、
和
漢
に
お
け
る
貞
女
譚
の
代
表
的
な
類
型
の
一
つ
だ
が
、

こ
の
よ
し
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
こ
の
類
型
に
則
っ
た
貞
女
譚
の
一

つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う）
3（
（

。

三
―
二
、『
昔
の
旅
』
は
つ

　

三
月
一
二
日
、
一
行
は
当
地
の
親
戚
ら
と
「
親
に
け
う
ふ
か
き

お
う
な
（
は
つ
）」
を
訪
問
す
る
も
、
不
在
。
翌
日
、
博
士
ら
の

訪
問
を
知
っ
た
は
つ
が
一
行
を
訪
ね
、
面
会
が
叶
う
。

　
『
昔
の
旅
』
の
梗
概
は
、

揖
保
の
は
つ
は
、
父
母
と
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
処

に
住
ん
で
い
た
が
、
十
年
間
一
日
も
弛
ま
ず
、
雨
の
日
も
風

の
日
も
通
い
詰
め
、食
事
・
衣
服
・
用
便
等
の
世
話
を
行
な
っ

た
。
博
士
一
行
が
一
二
日
に
訪
問
す
る
も
不
在
、
翌
日
は
つ

が
博
士
を
訪
問
し
面
会
し
た
。
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と
い
う
も
の）
38
（

。

　

は
つ
に
関
し
て
は
、
龍
野
藩
士
高
尾
義
典
に
よ
る
は
つ
の
評
伝

「
八
木
氏
が
妻
其
父
に
孝
行
の
事
」（
明
和
八
年
五
月
撰
、『
龍
野

孝
婦
鳴
盛
編
』
収
）
が
比
較
的
詳
し
く
、
右
に
挙
げ
た
『
昔
の
旅
』

の
内
容
に
加
え
て
、「
は
つ
の
嫁
入
り
先
で
あ
る
八
木
氏
を
尋
ね

た
客
が
小
魚
を
携
え
て
来
た
と
こ
ろ
、
夜
中
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
は
つ
が
老
父
に
お
裾
分
け
を
届
け
に
出
か
け
た
」「
夫
も
感
化

さ
れ
、
は
つ
の
実
家
へ
の
孝
に
協
力
し
た
」
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、『
天
民
録
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
藩

主
の
褒
賞
が
竹
山
ら
の
龍
野
訪
問
の
二
年
前
の
明
和
六
年
六
月
一

二
日
と
分
か
る）
39
（

。

　

は
つ
に
関
し
て
は
ま
た
、
竹
山
の
文
集
『
奠
陰
録
』
に
、「
龍

野
孝
女
初
事
状
跋
」
な
る
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

龍
野
市
人
婦
初
、
至
性
の
懿
、
往
昔
予
耳
目
に
接
す
る
所
な

り
。
高
尾
氏
撰
す
る
所
の
孝
状
、
辞
旨
明
鬯
、
要
に
し
て
溢

な
ら
ず
。
其
の
子
平
次
蔵
す
る
所
、
遠
く
价
し
て
予
に
数
字

を
需
む
。
展
覧
し
て
歆
然
、
再
び
旧
感
を
発
す
。
是
に
於
て

書
す
。
寛
政
丁九

年巳
孟
春
、
大
阪
府
懐
徳
書
院
教
授
中
井
積

善
識）
（0
（

。

寛
政
九
年
、
は
つ
の
子
平
次
よ
り
「
八
木
氏
が
妻
其
父
に
孝
行
の

事
」
に
揮
毫
を
求
め
ら
れ
る
と
、
昔
の
旅
よ
り
二
六
年
経
っ
て
も
、

再
読
し
て
当
時
の
感
動
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
と
い
う
。
竹
山
の
孝

に
対
す
る
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
―
三
、『
昔
の
旅
』
よ
し�

　
　
　
　『
龍
野
貞
婦
記
録
』

　

さ
ら
に
一
行
は
、
一
三
日
も
し
く
は
一
四
日
に
播
磨
国
揖
西
郡

佐
江
村
へ
至
り
、
さ
ん
を
訪
問
す
る
。
さ
ん
は
、
実
家
か
ら
の
離

縁
の
勧
め
に
従
わ
ず
、
精
神
を
病
ん
だ
夫
に
よ
く
尽
く
し
た
貞
婦

で
あ
る）
（1
（

。『
昔
の
旅
』
の
梗
概
は
、

佐
江
村
の
照
円
寺
住
職
の
弟
教
順
は
、「
物
の
け
」
憑
き
と

な
る
。
住
職
は
弟
一
人
分
の
食
事
の
面
倒
を
み
る
の
み
で

あ
っ
た
の
で
、
妻
の
さ
ん
が
紡
績
・
織
布
に
よ
っ
て
二
人
の

子
を
養
っ
た
。
実
家
の
親
族
は
離
縁
し
て
再
婚
せ
よ
と
再
三

勧
め
た
が
従
わ
ず
、
冬
場
、
己
の
み
暖
ま
る
こ
と
を
肯
ん
じ

ず
、
戸
外
で
裸
に
な
っ
て
過
ご
す
夫
に
付
き
添
う
な
ど
、
夫

に
尽
く
し
た
。
竹
山
が
訪
問
し
た
折
、
さ
ん
が
実
家
に
便
り

も
出
せ
な
い
と
い
う
の
で
、
手
を
貸
し
て
や
っ
た
。

と
い
う
も
の
。
こ
の
後
、
博
士
（
竹
山
）
は
三
月
二
四
日
に
龍
野
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の
人
々
と
別
れ
帰
途
に
着
い
た
と
あ
る
。
帰
坂
し
た
竹
山
は
、
す

ぐ
に
和
文
に
て
さ
ん
の
評
伝
『
龍
野
貞
婦
記
録）
（2
（

』
を
撰
し
、
同
時

に
門
人
や
知
人
に
配
付
し
て
寄
付
を
呼
び
か
け
た
。
既
に
懐
徳
堂

が
援
助
を
行
な
っ
て
い
た
よ
し
や
、
既
に
褒
賞
を
受
け
て
い
た
は

つ
と
は
状
況
が
異
な
り
、
生
活
が
困
窮
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
龍
野
貞
婦
記
録
』
の
内
容
は
、
大
筋
で
『
昔
の
旅
』
の
当
該

部
と
同
じ
い
が
、
比
較
的
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
詳
細
で
あ
る
上
、「
さ

ん
の
容
姿
が
優
れ
て
い
る
（
の
に
再
婚
を
拒
否
）」「
三
日
食
事
で

き
な
い
よ
う
な
時
で
も
夫
が
碁
に
誘
う
と
快
く
応
じ
た
」
と
い
っ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
褒
賞
に
至
る
事
情
な
ど
の
情
報
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
懐
徳
堂
が
行
な
っ
た
援
助
に
言
及
し
、

い
で
わ
づ
か
に
も
、
そ
の
困
窮
を
救
は
ん
と
お
も
へ
ど
、
愚

が
家
の
い
と
な
み
さ
へ
つ
た
な
く
て
、
心
に
任
せ
ね
ば
、
去

し
此
、
西
岡
の
孝
子
を
た
す
け
し
、
前
蹤
に
随
ひ
、
ま
づ
乏

し
き
嚢
を
さ
ぐ
り
て
、
其
餘
を
門
人
な
ら
び
に
親
し
き
人
々

に
乞
ん
と
す
。
元
よ
り
多
き
を
求
め
ん
や
う
は
な
し
。
た
ゞ

鳥
目
い
そ
ぢ
七
そ
ぢ
の
ほ
ど
に
て
、
く
る
し
か
ら
ず
。
こ
の

巻
に
そ
へ
て
、
愚
が
方
に
送
り
給
へ
か
し
。

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
評
伝
を
撰
し
て
同
志
に
そ

の
美
徳
を
知
ら
し
め
、
寄
付
を
募
る
と
い
う
手
法
は
、
以
前
孝
子

義
兵
衛
を
顕
彰
・
援
助
し
た
際
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
子
華
、

義
兵
衛
と
い
っ
た
顕
彰
運
動
を
経
て
、
手
法
が
定
着
し
て
き
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
れ
ら
顕
彰
を
経
て
、
さ
ん
は
同
年
五
月
一
九

日
に
藩
主
よ
り
褒
賞
を
受
け
て
い
る）
（3
（

。

　

な
お
、
竹
山
の
『
龍
野
貞
婦
記
録
』（
明
和
八
年
四
月
）
と
同

時
期
に
、
龍
野
藩
士
の
石
原
公
章
に
よ
る
さ
ん
の
評
伝
「
播
州
佐

江
村
貞
婦
小
伝
」（
明
和
八
年
四
月
）が
撰
さ
れ
て
お
り
、後
に『
龍

野
孝
婦
鳴
盛
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
天
民
録
』
に

も
評
伝
を
収
め
る）
（（
（

。

　
「
夫
が
罹
患
し
働
け
な
く
な
っ
て
も
、
実
家
の
離
縁
の
勧
め
を

拒
否
し
夫
に
尽
く
す
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、
和
漢
に
お
け
る
貞

女
譚
の
代
表
的
な
類
型
の
一
つ
だ
が
、
こ
の
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
、
こ
の
類
型
に
則
っ
た
代
表
的
貞
女
譚
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う）
（5
（

。

注（
１
） 

拙
稿
「
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動　

―
中
井
甃
庵
・
五
井
蘭
洲
を
中
心

に
―
」（『
懐
徳
』
第
八
五
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
２
） 
多
治
比
郁
夫
等
校
注
『
当
代
江
戸
百
化
物 

在
津
紀
事 

仮
名
世
説
』（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
九
七
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
五
頁
）

（
３
） 

西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
下
（
一
九
一
一
年
、
八
七
頁
）
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（
４
） 

小
堀
一
正
「
孝
子
顕
彰
運
動
」（
加
地
伸
行
編
『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』

第
二
章
第
五
節
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
八
一
頁
）

（
５
） 『
懐
徳
堂
考
』
下
、
四
三
―
四
四
頁
。

（
６
） 「
郷
者
作
国
稲
垣
氏
子
華
、
出
於
吾
先
子
之
門
、
以
至
性
膺
旌
典
。
予

嘗
状
以
行
于
世
、
既
而
獲
傭
義
於
吾
姻
革
島
氏
之
隷
。
実
如
語
中
所
云
。

近
播
之
龍
野
、
又
有
孝
婦
芳
貞
婦
参
、
倶
受
本
藩
之
賞
。
…
…
今
而
廼

得
鍾
一
時
之
美
譚
於
我
門
、
是
予
之
尤
所
訢
然
」（『
か
は
し
ま
も
の
か

た
り
』
懐
徳
堂
蔵
版
、
明
和
八
年
跋
）

（
７
） 『
孝
義
録
』
巻
三
三
美
作
国
に
「
孝
行
者　

森
対
馬
守
御
預
所
吉
野
郡

田
殿
村　

百
姓
浅
之
丞　

四
十
三
歳　

明
和
元
年　

御
褒
美
」（
菅
野

則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』
下
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
、
四

六
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、『
徳
川
実
記　

浚
明
院
殿
御
実
記
』
巻
一
〇

の
明
和
元
年
一
二
月
条
に
、
子
華
旌
表
の
記
事
が
見
え
る
。
な
お
、
子

華
に
つ
い
て
は
、
建
部
恵
潤
「
藩
校
と
稲
垣
子
華
」（『
安
富
町
史
（
通

史
編
）』
第
九
章
、
安
富
町
史
編
集
委
員
会
、
一
九
九
四
年
）
に
詳
し
い
。

同
書
の
資
料
編
に
は
、『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』『
子
華
孝
状
』
を
は

じ
め
子
華
関
連
の
史
料
が
多
く
収
集
・
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
森

銑
三「
孝
子
稲
垣
浅
之
丞
」（『
森
銑
三
著
作
集
』第
九
巻
、中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
年
）
が
『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』
及
び
『
子
華
孝
状
』
を

紹
介
・
解
説
し
て
い
る
。

（
８
） 

大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
本

（
９
） 

西
村
時
彦
編
『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
一
冊
（
松
村
文
海
堂
、
一
九
一
一
年
、

一
四
葉
表
―
一
五
葉
表
）

（
10
） 『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
四
冊
、
四
六
葉
表
。
梁
田
蛻
巌
親
子
と
懐
徳
堂
と

は
親
交
が
あ
り
、
並
河
寒
泉
が
編
纂
し
た
『
先
哲
書
翰
集
』
上
冊
（
大

阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
）
に
は
象
水
か
ら
竹
山
に
宛
て
た

書
翰
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』『
子
華
孝
状
』
共
に
、
杉
山
一
也
「
懐
徳
堂

文
庫
資
料
解
題
（
14
）」（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
文
庫
の
研
究
２
０
０

５
』、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
五
年
）
に
懐
徳
堂
文

庫
蔵
本
の
解
説
及
び
書
誌
情
報
を
載
す
。

（
12
） 『
稲
垣
浅
之
丞
純
孝
記
録
』
に
、「
ま
こ
と
に
藤
樹
先
生
暇
取
り
候
節
の

如
く
」
と
あ
る
。

（
13
） 

来
坂
し
た
子
華
が
帰
郷
す
る
際
竹
山
が
詠
ん
だ「
送
稲
垣
子
華
帰
作
序
」

に
、「
今
茲
戊
子
（
引
用
者
注
…
明
和
五
年
）
の
春
、
君
千
里
を
命
駕

し
て
来
り
、
予
に
館
す
る
こ
と
旬
有
余
日
（
今
茲
戊
子
之
春
、
君
千
里

命
駕
而
来
、
館
乎
予
旬
有
余
日
）」（『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
三
冊
、
三
〇

葉
裏
―
三
二
葉
表
））
と
あ
る
。
こ
の
他
『
奠
陰
集
』
に
は
、
子
華
に

関
係
す
る
も
の
と
し
て
、「
喜
子
華
至
席
上
賦
贈
」（『
懐
徳
堂
遺
書
』

第
一
冊
、
八
葉
裏
）、「
送
子
華
同
舟
之
洛
」「
同
子
華
登
桃
山
子
華
言

三
十
年
前
游
京
師
不
記
有
此
勝
詩
以
諧
之
」「
与
君
夷
君
好
士
方
送
子

華
遊
嵯
峨
同
賦
得
人
字
」（
共
に
『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
二
冊
、
五
七
葉
裏
）

な
ど
が
見
え
る
。

（
14
） 

岡
山
県
英
田
郡
美
作
町
田
殿
に
現
存
。『
安
富
町
史
（
史
料
編
）』
第
九
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章
に
翻
刻
を
、
湯
城
吉
信
「『
履
軒
古
風
』
巻
一
翻
刻
・
訳
注
」（『
懐

徳
堂
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
、
墓
碑
の
翻
刻
・
解
説
・
訳

注
を
載
す
。

（
15
） 
勝
又
基
氏
は
、
孝
子
の
表
彰
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、「
表
彰
と

い
う
「
結
果
」
が
起
爆
剤
と
な
っ
て
、「
行
動
」
に
関
す
る
説
話
が
付

会
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
流
れ
を
近
世
孝
子
説
話
の
主
要
な
類
型
で
あ
る

と
認
め
て
良
い
よ
う
に
思
う
」（「
孝
子
説
話
と
表
象
―
駿
河
国
五
郎
右

衛
門
を
め
ぐ
つ
て
（
二
）
―
」、『
理
想
と
現
実
』（『
明
星
大
学
青
梅
校

舎
日
本
文
化
学
部
共
同
研
究
論
集
』
第
九
輯
）、
二
〇
〇
六
年
）
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
16
） 「
於
戯
吾
子
華
、
雖
天
稟
之
粋
、
而
其
資
乎
学
亦
多
矣
。
不
則
悪
得
若

是
之
全
且
尽
哉
。
子
華
間
書
於
予
報
慶
、
有
曰
、
実
是
先
公
予
徳
。
此

言
雖
謙
、
而
有
以
也
」（『
子
華
孝
状
』
懐
徳
堂
蔵
版
、
一
七
六
五
年
、

六
葉
表
）

（
17
） 「
在
昔
文
武
帝
…
…
、
復
天
下
孝
順
者
、
表
其
門
閭
、
著
為
令
。
…
…
後

世
喪
乱
、
礼
楽
壊
而
風
習
頽
。
…
…
方
今
国
家
承
平
、
既
踰
十
紀
、
旧

章
粗
挙
、
非
復
近
代
之
陋
。
於
是
民
間
以
至
性
受
旌
賞
者
、
蓋
往
〃
而

有
焉
」（『
子
華
行
状
』、
一
葉
表
―
裏
）

（
18
） 

大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
本

（
19
） 

小
堀
一
正
氏
は
、
懐
徳
堂
（
竹
山
）
の
孝
子
顕
彰
運
動
に
関
し
て
、「
竹

山
が
積
極
的
に
顕
彰
運
動
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
幕
府
の
そ
の

よ
う
な
政
策
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

竹
山
は
懐
徳
堂
が
官
許
学
問
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
読
み
取

り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と
が
懐
徳
堂
の
地
位
の
強
化
に
つ
な

が
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
」（
小
堀
一
正
他
『
中
井
竹
山
・
中
井

履
軒
』
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
二
四
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
、

八
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
） 

大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
本
。「
招
隠
士
」
の
題
名
の
下

に
小
字
で
「
贈
稲
垣
子
華
」
と
あ
る
。
湯
城
氏
前
掲
稿
に
「
孝
思
詩
」

三
首
及
び
「
稲
垣
子
華
碑
銘
」
の
翻
刻
・
訳
注
を
載
す
。

（
21
） 

孝
子
義
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
宮
川
康
子
「
懐
徳
堂
思
想
と
民
衆
」（『
日

本
思
想
史
学
』
二
四
号
、
一
九
九
一
年
）、
仝
「
心
学
と
懐
徳
堂
―
二

つ
の
『
か
わ
し
ま
も
の
が
た
り
』
―
」（『
自
由
学
問
都
市
大
坂
』、
講

談
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
拙
稿
「
孝
子
義
兵
衛
関
連
文
献
と
懐
徳
堂
と

の
間　

附
翻
刻
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
２
０
０
４
、
二
〇
〇
四
年
）

を
参
照
。

（
22
） 

宮
川
康
子
「
懐
徳
堂
思
想
と
民
衆
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
二
四
号
、

一
九
九
一
年
）

（
23
） 

例
え
ば
「
含
翠
堂
手
簿
」
の
「
明
和
七
年
庚
寅
勘
定
」
条
に
、「
一
同

三
拾
三
匁
弐
分
五
厘
／
右
者
城
州
川
島
村
孝
子
節
屋
儀
兵
衛
江
助
力
ニ

金
弐
百
疋
遣
ス
代
銀
也
／
即
取
次
大
坂
懐
徳
堂
中
井
善
太
先
生
江
相
渡

ス
」（
梅
溪
昇
・
脇
田
修
編
『
平
野
含
翠
堂
史
料
』
清
文
堂
資
料
叢
書

第
４
刊
、
一
九
七
三
年
、
九
〇
頁
）
と
あ
る
。

（
24
） 『
懐
徳
堂
考
』
下
（
四
三
―
四
四
頁
）
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（
25
） 『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
一
冊
（
一
七
葉
表
―
裏
）。
拙
稿
「
孝
子
義
兵
衛
関

連
文
献
と
懐
徳
堂
と
の
間　

附
翻
刻
」
に
翻
刻
を
載
す
。

（
26
） 
千
々
和
實
・
萩
原
進
編
『
高
山
彦
九
郞
日
記
』
第
一
巻
（
西
北
出
版
株

式
会
社
、
一
九
七
八
年
、
三
四
三
頁
）

（
27
） 「
孝
子
義
画
像
引
」
に
も
、「
誰
伝
余
状
入
紫
禁

4

4

、
一
朝
献
納
長
信
宮

4

4

4

。

太
后

4

4

袖
去
御
楓
宸
、
天
顔

4

4

有
喜
読
躬
親
。
睿
心
感
動
篇
未
畢
、
対
与
太4

后4

霑
龍
巾
。
玉
音

4

4

言
是
上
古
事
、
豈
謂
明
和
年
裏
民
。
敕4

賜
大
官
蔗
霜

果
」
な
ど
と
あ
り
、
宮
中
よ
り
褒
美
を
受
け
た
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
『
孝

子
義
兵
衛
記
録
』
の
存
在
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。

（
28
） 

例
え
ば
、
彦
九
郎
の
日
記
に
、「
五
日
、
晴
る
、
…
…
今
橋
筋
尼
ヶ
崎

町
壱
丁
目
懐
徳
堂
へ
入
り
て
若
州
良
民
伝
を
返
へ
す
」（「
京
都
日
記
」

天
明
二
年
十
二
月
、『
高
山
彦
九
郎
日
記
』
第
二
巻
、
一
八
八
頁
）
な

ど
と
あ
る
。
ま
た
、
履
軒
の
随
筆
集
で
あ
る
『
敝
帚
続
編
』
に
、
上
野

国
の
孝
子
大
沢
三
二
郞
の
評
伝
「
孝
三
伝
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
も

彦
九
郎
の
伝
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
29
） 『
落
栗
物
語
』は
、奥
書
に
よ
れ
ば
作
者
は
松
井
成
教（
大
炊
御
門
家
侍
、

天
明
六
年
没
）で
あ
る
が
、「
著
者
や
成
立
年
代
に
は
疑
義
が
あ
る
」（『
当

代
江
戸
百
化
物 

在
津
紀
事 

仮
名
世
説
』
解
説
）
と
さ
れ
る
。
な
お
当

該
人
物
の
名
を
、
懐
徳
堂
関
係
者
は
「
義
兵
衛
」、『
西
岡
孝
子
儀
兵
衛

行
状
聞
書
』
は
「
儀
兵
衛
」、『
落
栗
物
語
』
は
「
義
平
」
に
作
る
。

（
30
） 

内
容
は
『
西
岡
孝
子
儀
兵
衛
行
状
聞
書
』
を
要
約
し
た
も
の
。
拙
稿
「
孝

子
義
兵
衛
関
連
文
献
と
懐
徳
堂
と
の
間　

附
翻
刻
」
参
照
。
ま
た
、
教

師
用
教
本
の
「
備
考
」
欄
に
「
此
の
例
話
は
布
施
松
翁
著
西
岡
孝
子
儀

兵
衛
行
状
聞
書
に
拠
る
」（『
尋
常
小
学
修
身
書 

教
師
用
』
巻
五
、
文
部

省
、
一
九
三
八
年
、
一
九
九
頁
）
と
あ
る
。

（
31
） 

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
小
堀
氏
前
掲
稿
に
詳
し
い
。

（
32
） 

矢
羽
野
隆
男
他
「
中
井
履
軒
『
昔
の
旅
』
翻
刻
訳
注
お
よ
び
解
説
」（『
懐

徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
２
０
０
５
、
二
〇
〇
五
年
）
に
翻
刻
訳
注
及
び
解

説
を
載
す
。

（
33
） 『
孝
婦
鳴
盛
編
』
に
関
し
て
は
、
フ
ァ
ン
・
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
・
ニ
ー

ル
ス「
近
世
中
期
に
お
け
る
孝
子
顕
彰
の
思
想
構
造
と
そ
の
意
義
―『
孝

婦
鳴
盛
編
』
を
中
心
に
―
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
三
号
、
二
〇
一

一
年
、
後
に
、『〈
孝
子
〉
と
い
う
表
彰
―
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試

み
―
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
34
） 「
廿
三
日　

…
…
孝
婦
与
志
江
八
木
弐
俵
を
賜
、
其
外
賞
舅
姑
江
之
孝

志
」（
竹
下
喜
久
男
編
『
播
州
龍
野
藩
儒
家
日
記
』
上
巻
（『
清
文
堂
史

料
叢
書
』
第
七
二
刊
）
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
五
頁
）

（
35
） 「
明
和
七
寅
年
閏
六
月
廿
三
日
為
褒
美
八
木
二
俵
」（「
播
磨
国
揖
西
郡

龍
野
町
馬
持
忠
兵
衛
倅
市
兵
衛
後
家　

よ
し　

寅
四
十
六
歳
」
条
、『
天

民
録
』た
つ
の
市
立
龍
野
歴
史
文
化
資
料
館
蔵
）ま
た
、『
官
刻
孝
義
録
』

巻
之
三
二
（
播
磨
国
）
に
、「
孝
行
者　

同
領　

龍
野
城
下
横
町
分
下

夕
町　

町
人
馬
持
忠
兵
衛
忰
市
兵
衛
後
家　

よ
し　

四
十
六
歳　

明
和

七
年　

褒
美
」（『
官
刻
孝
義
録
』
下
巻
、
二
六
頁
、「
同
領
」
と
は
脇

懐徳堂の孝子顕彰運動（二） ― 佐野大介

77



坂
淡
路
守
領
）
と
あ
る
。
な
お
、「
八
木
」
と
は
「
米
」
の
拆
字
。

（
36
） 『
孝
婦
鳴
盛
編
』（
よ
し
孝
状
）
は
後
に
、「
八
木
氏
が
妻
其
父
に
孝
行

の
事
」（
は
つ
孝
状
）、「
播
州
佐
江
村
貞
婦
小
伝
」（
さ
ん
孝
状
）、「
恵

美
須
屋
が
行
状
の
略
」
を
加
え
、『
龍
野
孝
婦
鳴
盛
編
』（
明
和
九
年
二

月
廿
八
日
板
本
出
来
）
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、『
孝
婦

鳴
盛
編
』
に
附
さ
れ
て
い
た
竹
山
の
跋
が
玉
泉
の
跋
に
入
れ
替
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ニ
ー
ル
ス
氏
は
、「
玉
泉
が
中
井
竹

山
の
跋
を
除
い
た
理
由
も
わ
か
る
。
そ
の
跋
の
中
で
竹
山
は
、
孝
婦
の

行
状
を
、
彼
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
顕
彰
し
た
、
京
都
の
孝
子
義
兵
衛
の

善
行
と
比
較
し
て
い
る
。
…
…
つ
ま
り
こ
こ
で
竹
山
は
、
龍
野
藩
の
顕

彰
活
動
を
あ
た
か
も
懐
徳
堂
の
活
動
の
延
長
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
」（
ニ
ー
ル
ス
氏
前
掲
稿
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
37
） 

前
稿
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
「
孝
子
顕
彰
」
と
の
語
に
は
、
広
く
、
孝

子
・
貞
婦
・
奇
特
な
ど
の
顕
彰
を
含
め
て
い
る
。

（
38
） 『
官
刻
孝
義
録
』
巻
之
三
二
（
播
磨
国
）
に
、「
孝
行
者　

同
領　

龍
野

城
下
立
町　

町
人
綿
屋
伝
右
衛
門
妻　

は
つ　

六
十
二
歳　

明
和
六
年　

褒
美
」（『
官
刻
孝
義
録
』
下
巻
、
二
六
頁
）
と
あ
る
。
な
お
、
先
に
引

用
し
た
「
豊
後
杵
築
の
孝
女
初
」（『
懐
徳
堂
考
』）
と
は
別
人
。

（
39
） 『
天
民
録
』「
播
磨
国
揖
西
郡
龍
野
町
錦
屋
伝
右
衛
門
女
房　

は
つ　

丑

六
十
二
歳
」
条

（
40
） 「
龍
野
市
人
婦
初
、至
性
之
懿
、往
昔
予
耳
目
所
接
。高
尾
氏
所
撰
孝
状
、

辞
旨
明
鬯
、
要
而
不
溢
。
其
子
平
次
所
蔵
、
遠
价
而
需
予
数
字
。
展
覧

歆
然
、
再
発
旧
感
。
於
是
乎
書
。
寛
政
丁
巳
孟
春
、
大
阪
府
懐
徳
書
院

教
授
中
井
積
善
識
」（『
奠
陰
集
』
巻
之
八
（『
懐
徳
堂
遺
書
』
第
五
冊
、

四
〇
葉
裏
））。「
八
木
氏
が
妻
其
父
に
孝
行
の
事
」
は
息
子
の
名
を
「
平

次
郎
」
に
作
る
。

（
41
） 

拙
稿
「
貞
婦
さ
ん
関
連
文
献
及
び
孝
子
貞
婦
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
」

（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』
２
０
０
７
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
42
） 

大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵
。
西
村
時
彦
（
天
囚
）
編
『
懐

徳
堂
五
種
』（
松
村
文
海
堂
、
一
九
一
一
年
）
に
翻
刻
を
収
む
。

（
43
） 「
す
べ
て
か
ゝ
る
事
は
、
領
主
よ
り
褒
賞
の
あ
る
例
な
れ
ば
、
同
じ
こ

ろ
そ
の
つ
か
さ
な
る
士
大
夫
よ
り
、
あ
づ
ま
の
館
へ
申
し
上
し
に
、
ほ

ど
な
く
君
命
あ
り
て
、
さ
ん
を
め
し
出
し
し
ろ
が
ね
三
枚
下
し
給
は
り

ぬ
こ
と
し
辛
卯
五
月
十
九
日
な
り
」（『
龍
野
貞
婦
記
録
』）、「
明
和
八

卯
年
五
月
十
九
日
為
褒
美
銀
子
三
枚
」（『
天
民
録
』「
播
磨
国
揖
西
郡
佐

江
照
圓
寺
弟
教
順
女
房　

無
高　

さ
ん　

卯
三
十
六
歳
」
条
）。
な
お
、

「
播
州
佐
江
村
貞
婦
小
伝
」
は
奥
書
に
「
明
和
辛
卯
四
月
」
と
あ
る
の

だ
が
、
何
故
か
褒
賞
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
拙
稿
「
貞
婦
さ
ん
関

連
文
献
及
び
孝
子
貞
婦
顕
彰
運
動
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
44
） 

注
四
三
参
照
。

（
45
） 

こ
の
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
近
代
の
一
例
に
関
し
て
、
拙
稿
「
大
正
徳
行

録
に
表
れ
た
孝
子
・
節
婦
・
奇
特
」（『
懐
徳
』第
八
二
号
、二
〇
一
四
年
）

参
照
。
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※ 

拙
稿
「
懐
徳
堂
の
孝
子
顕
彰
運
動
―
中
井
甃
庵
・
五
井
蘭
洲
を
中
心
に
―
」

（『
懐
徳
』
第
八
五
号
、
二
〇
一
七
年
）
注
13
に
お
い
て
、『
と
は
ず
が
た
り
』

所
収
の
孝
子
の
事
例
に
関
し
て
、
頼
春
水
が
こ
れ
を
懐
徳
堂
に
伝
え
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
が
、『
と
は
ず
が
た
り
』
が
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）

成
立
、
春
水
が
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

可
能
性
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
致
し
ま
す
。

懐徳堂の孝子顕彰運動（二） ― 佐野大介
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