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は
じ
め
に

　
「
津
軽
富
士
」
や
「
お
岩
木
さ
ま
」
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
岩
木
山
は
︑
現
在

の
青
森
県
弘
前
市
か
ら
鰺
个
沢
町
の
津
軽
平
野
南
西
部
に
広
が
る
二
重
式
火
山
で

あ
る
︒
山
頂
は
三
つ
の
峰
に
わ
か
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
巌
鬼
山
︑
岩
木
山
︑
鳥

海
山
と
な
っ
て
い
る
︒
旧
暦
八
月
朔
日
に
は
︑
岩
木
山
を
登
山
す
る
「
御
山
参

詣
」
が
行
わ
れ
︑
ま
た
岩
木
山
が
見
え
な
い
地
域
で
は
︑
岩
木
山
を
模
し
た
「
模

擬
岩
木
山
」
を
霊
山
と
し
て
礼
拝
す
る
な
ど
︑
津
軽
平
野
で
広
く
岩
木
山
信
仰
が

展
開
し
て
い
る（（
（

︒

　

岩
木
山
に
は
︑
現
在
岩
木
山
神
社
が
あ
る
︒
だ
が
こ
れ
は
明
治
以
降
の
名
前
で

あ
り
︑
も
と
は
百
沢
寺
光
明
院
と
い
う
真
言
宗
寺
院
で
︑
山
麓
の
下
居
宮
と
山
頂

の
奥
宮
に
分
か
れ
て
い
た
︒
本
稿
は
︑
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
下
居
宮
の

論　

文

津
軽
岩
木
山
信
仰
と
安
倍
氏

─
『
十
坊
縁
起
』
を
読
む
─

星
　

優

也

　

本
稿
は
︑
近
世
前
期
に
お
け
る
岩
木
山
信
仰
に
つ
い
て
︑
下
居
宮
祀
官
を

つ
と
め
た
安
倍
氏
の
文
献
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
明
治
以
前
に
岩
木

山
神
社
は
︑
百
澤
寺
と
山
麓
の
下
居
宮
︑
山
頂
の
奥
宮
に
わ
か
れ
︑
下
居
宮

は
安
倍
氏
が
代
々
神
職
で
あ
っ
た
︒
岩
木
山
信
仰
の
縁
起
は
︑
数
多
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
︑
元
禄
期
に
安
倍
仲
満
が
撰
し
た
『
十
坊
縁
起
』
下
居
宮
の

記
述
は
︑
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
︒

　

以
上
の
研
究
状
況
に
対
し
︑
本
稿
は
ま
ず
近
世
前
期
の
岩
木
山
信
仰
と
縁

起
の
言
説
を
ま
と
め
︑
そ
の
う
え
で
『
十
坊
縁
起
』
を
紹
介
す
る
︒
続
い
て

岩
木
山
安
倍
氏
と
津
軽
安
藤
氏
お
よ
び
そ
の
伝
承
と
の
関
係
を
考
察
し
︑
最

後
に
『
十
坊
縁
起
』
の
神
道
説
を
読
む
こ
と
か
ら
︑
仲
満
が
創
り
出
し
た
岩

木
山
信
仰
を
位
置
づ
け
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド 　

津
軽
︑
岩
木
山
信
仰
︑
岩
木
山
安
倍
氏
︑
津
軽
安
藤
氏
︑

『
神
祇
講
式
』

〔
抄

　録
〕



九
〇

津
軽
岩
木
山
信
仰
と
安
倍
氏
（
星　

優
也
（

祀
官
を
務
め
た
安
倍
氏
が
作
成
し
た
縁
起
を
読
み
解
く
︒

　

こ
れ
ま
で
岩
木
山
信
仰
に
つ
い
て
は
︑
一
九
四
〇
年
代
後
半
以
降
︑
宗
教
学
か

ら
の
研
究
蓄
積
が
あ
る（（
（

︒
七
〇
年
代
に
入
る
と
和
歌
森
太
郎
が
『
津
軽
の
民
俗
』

（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
〇
年
（
を
編
纂
し
た
︒
そ
こ
で
岩
木
山
を
担
当
し
た
宮

田
登
は
︑
詳
細
な
民
俗
誌
を
記
述
す
る
と
と
も
に
︑
近
世
の
文
献
資
料
が
注
目
さ

れ
︑
岩
木
山
信
仰
の
歴
史
的
変
遷
が
検
討
さ
れ
る（（
（

︒
そ
し
て
「
津
軽
修
験
」「
岩
木

山
修
験
」
と
い
う
岩
木
山
信
仰
の
担
い
手
像
が
想
定
さ
れ（（
（

︑
や
が
て
小
館
衷
三
が

継
承
・
展
開
さ
せ
た（（
（

︒

　

岩
木
山
信
仰
の
歴
史
的
変
遷
が
検
討
課
題
に
な
り
︑
以
降
は
池
上
良
正
と
白
石

睦
弥
に
よ
り
︑
津
軽
藩
と
岩
木
山
信
仰
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
が
深
め
ら
れ
た（（
（

︒

こ
れ
ら
の
研
究
が
進
展
す
る
と
同
時
に
︑『
青
森
県
史
』
編
纂
が
進
み
︑
膨
大
な

岩
木
山
関
係
資
料
の
翻
刻
と
紹
介
が
進
め
ら
れ
た
︒
現
在
『
青
森
県
史
』
の
古

代
・
中
世
編
︑
近
世
編
︑
民
俗
編
に
そ
の
成
果
が
公
開
さ
れ
て
お
り
︑
手
軽
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
山
岳
信
仰
と
し
て
の
岩
木
山
信
仰
や
近
世
の
津
軽
藩

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
宗
教
学
︑
民
俗
学
︑
歴
史
学
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
意
外
な
こ
と
に
岩
木
山
側
が
ど
の
よ
う
な
岩
木
山
へ
の
信
仰
と
認
識
を

持
っ
て
い
た
か
︒
近
世
の
岩
木
山
神
（
岩
木
三
所
権
現
︑
岩
木
山
大
明
神
（
像
に

つ
い
て
︑
膨
大
な
縁
起
類
が
紹
介
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
研
究
が
進
ん
で
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

　

岩
木
山
縁
起
に
つ
い
て
は
︑『
岩
木
山
百
澤
寺
光
明
院
縁
起
』
や
『
津
軽
一
統

誌
』
所
収
の
「
お
岩
木
様
一
代
記
」
が
知
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
岩
木
山
の
神

職
自
ら
執
筆
し
た
縁
起
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
全
く
目
に
止
ま
ら
な

か
っ
た
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
が
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
十
坊
縁
起
』
で
あ
る
︒

　
『
十
坊
縁
起
』
は
︑
岩
木
山
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
群
の
一
つ
で
あ
る
︒『
神

道
大
系　

神
社
編　

陸
奥
下
』（
一
九
八
四
年
（
で
紹
介
さ
れ
た
が
︑
近
年
『
青
森

県
史
』
で
再
翻
刻
さ
れ
た
︒
本
稿
も
後
者
を
底
本
と
す
る
︒
元
禄
期
に
下
居
宮
祀

官
を
務
め
た
安
倍
仲
満
が
作
者
で
あ
り
︑
岩
木
山
の
神
職
側
が
書
い
た
文
献
と
し

て
数
少
な
い
も
の
で
あ
る
︒『
十
坊
縁
起
』
に
つ
い
て
︑
以
前
筆
者
は
︑『
神
祇
講

式
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た（（
（

︒
し
か
し
表
現
の
指
摘
に
留
ま
り
︑
同

時
代
津
軽
の
問
題
や
岩
木
山
信
仰
と
関
わ
る
内
容
面
に
つ
い
て
言
及
で
き
な
か
っ

た
︒

　

本
稿
は
︑『
十
坊
縁
起
』
を
読
み
解
く
こ
と
か
ら
︑
安
倍
氏
が
い
か
な
る
岩
木

山
信
仰
を
創
出
し
て
い
た
の
か
︒
そ
の
創
造
性
を
と
ら
え
た
い
︒

　

本
稿
の
構
成
を
ま
と
め
よ
う
︒
最
初
に
近
世
岩
木
山
信
仰
の
文
献
群
と
『
十
坊

縁
起
』
の
基
礎
情
報
を
紹
介
し
︑
次
に
作
者
で
あ
る
安
倍
仲
満
と
そ
の
家
系
で
あ

る
岩
木
山
安
倍
氏
に
つ
い
て
ま
と
め
る
︒
そ
の
上
で
『
十
坊
縁
起
』
の
世
界
を
分

析
す
る
︒

第
一
章　

岩
木
山
信
仰
と
縁
起　

—

﹃
十
坊
縁
起
﹄
の
背
景—

︵
１
︶
天
正
火
災
の
後

　

岩
木
山
信
仰
に
関
す
る
縁
起
は
︑
古
い
も
の
で
は
願
文
の
中
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
︒
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
（
津
軽
信
枚
奉
納
願
文
で
あ
る（（
（

︒
冒
頭
は
次
の

よ
う
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
︒
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月
（

夫
奥
州
津
軽
華
輪
郡
岩
木
山
者
︑
日
域
無
雙
霊
峯
也
︑
堂
塔
僧
房
巍
々
︑
国

家
豊
饒
祈
無
退
轉
︑
肆
号
大
堂
有
一
宇
佛
閣
︑
傳
聞
延
暦
年
中
建
立
云
々
︑

不
計
︑
天
正
十
七
年
正
月
八
日
辰
尅
︑
降
雷
火
焼
失
︑
山
中
成
冥
闇
︑
日
夜

降
灰
炭
染
深
雪
︑
誠
未
聞
次
第
也
︑

　
「
傳
聞
」
と
し
て
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
（
に
寺
院
仏
閣
が
建
立
さ
れ
︑

天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
（
に
落
雷
に
よ
る
火
災
で
焼
亡
し
た
と
い
う
︒
延
暦
と

い
う
年
号
は
信
じ
が
た
い
が
︑『
岩
木
山
百
澤
寺
光
明
院
縁
起
』（
元
禄
期
（
に

「
歳
来
リ
天
正
十
七
己　

　

丑
年
正
月
九
日
︑
依
㆓

火
災
ニ

㆒

而
下
居
宮
大
堂
以
下
百
澤
寺

幷
ニ
十
坊
共
ニ
悉
ク
焼
亡
ス
ト
云
々
」
と
あ
り（（
（

︑
ま
た
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
（
の
情

報
が
あ
る
『
岩
木
山
下
居
宮
縁
起
抜
書
』
に
も
巌
鬼
山
観
音
院
西
方
寺
と
鳥
海
山

景
光
院
叡
平
寺
の
「
右
二
ケ
寺
天
正
十
六
年
逢
火
災
之
後
︑
当
郡
を
退
引
南
部
江

今
ニ
有
」
と
あ
り（（（
（

︑『
津
軽
一
統
誌
』
に
も
「
其
ノ
后
天
正
十
七
己
丑
年
社
頭
寺
院

以
下
炎
上（（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
︑
天
正
一
六
年
か
一
七
年
で
揺
れ
こ
そ
あ
る
が
︑
こ

の
頃
火
災
が
あ
り
︑『
岩
木
山
百
澤
寺
光
明
院
縁
起
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る（（（
（

︒

中
頃
ロ
此
ノ
院
依
テ

㆓

火
災
ニ

㆒

炎
焼
ス
︑
於
テ

㆑

斯
ニ
古
代
之
縁
起
記
録
等
悉
失
滅

ス
ト
云
々

　

ど
う
や
ら
︑
天
正
火
災
に
よ
り
中
世
以
来
の
も
の
は
焼
失
し
た
よ
う
だ
︒
ま
た

信
牧
願
文
に
は
︑
岩
木
山
の
本
尊
に
つ
い
て
「
御
本
尊
阿
・
薬
・
観
三
尊
幷
四
天

王
像
︑
同
山
門
御
本
尊
十
一
面
・
雙
王
・
俱
生
神
・
五
百
羅
漢
等
令
彫
刻
」
が
あ

っ
た
と
す
る
︒
阿
弥
陀
如
来
︑
薬
師
如
来
︑
観
音
菩
薩
を
岩
木
三
所
権
現
の
本
地

と
す
る
説
は
︑
先
の
『
岩
木
山
下
居
宮
縁
起
抜
書
』
や
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
（

の
津
軽
信
政
願
文
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
く
な
く
と
も
慶
長
年
間
に

は
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
読
み
取
れ
る
︒

　

岩
木
山
縁
起
に
つ
い
て
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
︒

︵
２
︶
花
若
伝
説
と
安
寿

　

信
枚
願
文
に
は
︑
次
の
よ
う
な
説
話
が
描
か
れ
て
い
る
︒

此
山
往
昔
ハ
謂
ヘ
リ

㆓

阿
蘇
邊
ノ
森
ト

㆒︑
何
處
ナ
ル
ヤ
乎
︑
不
㆑

知
㆓

其
跡
ノ

㆒︑
爰
ニ
住

シ
テ

㆓

魑
魅
ノ
精
鬼
㆒

而
取
リ
悩
ス

㆓

人
民
ヲ

㆒

之
由
シ
聞
ユ

㆓

帝
都
ニ

㆒︑
則
チ
江
州
篠
原
ノ

領
主
花
輪
ノ
何
某
可
キ
ノ

㆓

退
治
㆒

之
旨
蒙
ル

㆓

勅
宣
ヲ

㆒︑
故
ニ
詣
テ

㆓

熊
野
・
住
吉
・

天
王
寺
三
所
ニ

㆒

而
祈
ル

㆓

此
ノ
事
ヲ

㆒︑
則
チ
得
テ

㆓

霊
夢
㆒

而
後
チ
︑
自
㆓

越
前
ノ
敦
賀

ノ
津
㆒

乗
ツ
テ

㆑

舩
ニ
而
当
国
深
浦
ニ
着
岸
ス
︑
自
リ

㆑

彼
到
リ

㆓

生
浦
ニ

㆒︑
而
シ
テ
引
卒
㆓

諸
軍
ヲ

㆒︑
徐
ク
分
入
㆓

山
中
ニ

㆒

而
尋
捜
シ

㆓

諸
方
ヲ

㆒︑
雖
㆔

駈
求
㆓

林
藪
ノ
中
ヲ

㆒︑
終
ニ

不
㆑

顕
サ

㆓

其
ノ
形
ヲ

㆒︑
故
ニ
遣
責
ス
ル
ニ
無
㆑

術
而
︑
徒
ラ
ニ
歸
リ
入
テ

㆓

間
山
ノ
城
ニ

㆒

而

経
㆓

數
月
ヲ

㆒︑
頻
リ
ニ
祈
ル

㆓

神
力
ノ
加
護
ヲ

㆒

所
ニ
︑
明
ク
ル
中
春
ノ
頃
ロ
新
ナ
ル
有
㆓

瑞

夢
ノ
告
ケ

㆒︑
所
㆑

謂
錫
杖
ノ
印
シ
ト
曼
字
ノ
旗
ノ
紋
ト
用
テ

㆑

此
レ
ヲ
可
シ
ト

㆑

責
㆑

彼
ヲ
云　
　

云
︑

則
チ
如
ク
シ
テ

㆑

詫
ノ
而
令
ル
ノ

㆓

発
向
㆒

之
處
ニ
︑
杲
而
件
ン
ノ
之
魑
魅
顕
㆓

其
形
ヲ

㆒︑

故
ニ
即
時
ニ
責
伏
ス
之
︑
彼
ノ
棟
梁
タ
ル
者
ノ
強
キ
ニ
乞
フ

㆑

降
ル
︑
故
ニ
自
リ

㆑

今
以
後

無
ク

㆑

為
ス
コ
ト

㆑

怨
ヲ

㆓

人
民
ニ

㆒︑
為
ツ
テ

㆓

山
神
給
仕
ノ
眷
属
ト

㆒

而
︑
可
キ
ノ

㆑

擁
護
ス

㆓

於
登
山
仰
信
ノ
衆
人
ヲ

㆒

之
旨
︑
堅
ク
令
メ

㆑

致
サ

㆓

誓
約
ヲ

㆒︑
而
シ
テ
免
ス

㆑

之
︑
則
チ

右
峯
ノ
赤
倉
ニ
令
ム
ト

㆑

住
マ
云　
　

云
︑
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か
つ
て
阿
蘇
辺
の
森
と
呼
ば
れ
た
こ
の
地
域
は
︑
魑
魅
の
精
鬼
が
人
民
に
悪
さ

を
し
︑
そ
れ
が
都
に
も
聞
こ
え
た
︒
江
州
篠
原
の
領
主
で
あ
る
花
輪
某
に
鬼
退
治

の
勅
命
が
下
り
︑
熊
野
・
住
吉
・
天
王
寺
の
三
所
に
祈
願
し
て
夢
告
を
得
て
︑
越

前
の
敦
賀
か
ら
軍
勢
を
率
い
て
出
発
し
︑
津
軽
に
到
達
し
た
が
魑
魅
は
姿
を
現
さ

ず
︑
時
間
ば
か
り
過
ぎ
た
︒
花
輪
は
神
に
祈
る
と
瑞
夢
を
得
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑

錫
杖
を
印
と
し
︑
曼
字
（
卍
（
を
旗
の
紋
に
し
て
攻
撃
す
れ
ば
い
い
と
の
こ
と
︒

そ
の
よ
う
に
や
れ
ば
︑
つ
い
に
魑
魅
は
現
れ
︑
花
輪
の
軍
の
強
さ
に
降
伏
し
た
︒

二
度
と
人
び
と
に
悪
さ
を
し
な
い
こ
と
を
誓
わ
せ
︑
山
の
神
の
眷
属
と
な
っ
て
登

山
す
る
人
々
を
守
護
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
︒
そ
の
鬼
は
赤
倉
に
住
ん
で
い
る
と
い

う
︒

　

お
お
よ
そ
こ
の
内
容
で
あ
る
︒
辺
境
の
鬼
を
勅
命
を
受
け
た
領
主
が
退
治
す
る
︑

酒
吞
童
子
の
物
語
と
類
似
す
る
鬼
退
治
譚
で
あ
る
︒
熊
野
・
住
吉
・
天
王
寺
の
三

所
か
ら
夢
告
を
得
た
こ
と
も
興
味
深
い
︒
熊
野
と
住
吉
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
本
地
仏
が

阿
弥
陀
如
来
と
薬
師
如
来
で
あ
り
︑
四
天
王
寺
は
救
世
観
音
が
本
尊
で
あ
る
︒
岩

木
三
所
権
現
の
本
地
と
合
致
し
て
お
り
︑
こ
の
花
輪
伝
説
に
由
来
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
︒

　

こ
の
花
輪
説
話
は
︑『
津
軽
一
統
誌　

附
巻
』
の
「
岩
木
山
始
り（（（
（

」
に
展
開
し
て

い
く
︒岩

木
の
根
元
は
あ
そ
へ
の
森
と
て
少
き
森
に
て
有
け
る
︒
是
に
鬼
の
住
よ
し

宮
古
へ
聞
え
︑
篠
原
の
国
司
花
の
長
者
の
御
子
花
若
麿
殿
と
申
し
人
︑
熊

野
・
住
吉
・
天
王
寺
の
御
夢
想
に
て
︑
上
下
六
人
に
て
当
国
深
浦
と
い
ふ
所

え
御
下
り
︑
そ
れ
よ
り
大
浦
へ
御
越
奥
州
勢
を
催
し
︑
山
を
狩
り
た
ま
へ
と

も
験
し
こ
れ
な
き
に
付
︑
石
山
に
逗
留
︑
則
ま
ん
し
錫
杖
を
旗
し
る
し
と
し

て
︑
鬼
神
を
攻
平
け
た
ま
ふ
︑
鬼
の
娘
壱
人
有
︑
是
を
助
け
を
き
︑
人
間
は

い
ふ
に
及
は
す
︑
畜
類
ま
て
も
あ
た
を
な
す
ま
し
と
の
起
請
文
を
か
ゝ
せ
︑

約
を
堅
ふ
せ
さ
せ
命
を
助
け
た
ま
ふ
︑
今
云
赤
倉
と
い
ふ
洞
に
住
居
す
る
よ

し
︑
其
後
岩
木
判
官
正
氏
の
娘
あ
ん
し
ゆ
の
ま
へ
と
申
奉
る
御
人
飛
来
ら
せ

た
ま
ひ
︑
則
ち
明
神
と
現
し
給
ひ
︑
此
山
に
止
り
給
ふ
︑
其
し
る
し
有
て
あ

そ
へ
の
森
忽
ち
に
大
山
と
な
り
︑
も
ろ
〳
〵
の
山
に
す
く
れ
て
最
高
し
︑
御

当
家
に
万
字
の
御
旗
錫
杖
を
用
ひ
た
ま
ふ
ハ
︑
往
古
花
若
殿
鬼
神
を
責
平
け

た
ま
ふ
故
に
よ
つ
て
な
り
︑
此
故
に
花
輪
郡
と
名
付
伝
ふ
る
也
︑

　

前
半
部
分
は
︑
先
の
信
牧
願
文
と
類
似
す
る
︒
し
か
し
主
人
公
は
︑
花
輪
何
某

か
ら
花
の
長
者
の
御
子
花
若
麿
殿
と
い
う
名
前
に
変
わ
っ
て
い
る
︒
ま
た
冒
頭
は

「
あ
そ
へ
の
森
」
は
「
少
き
森
」
で
鬼
が
住
む
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
︑
花
若
麿
に
よ

っ
て
退
治
さ
れ
る
と
︑
岩
木
判
官
正
氏
の
娘
「
あ
ん
し
ゆ
の
ま
へ
」
が
飛
来
し
︑

山
に
住
む
と
「
あ
そ
へ
の
森
」
は
「
も
ろ
〳
〵
の
山
に
す
く
れ
て
最
高
」
い
「
大

山
」
に
な
っ
た
と
す
る
︒

　

津
軽
藩
祖
で
あ
る
津
軽
為
信
は
︑
錫
杖
を
兜
の
前
立
て
と
し
︑
卍
の
旗
を
馬
印

に
用
い
て
い
た
︒『
津
軽
一
統
誌
』
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
花
若
麿
の
故
事
に
よ
る

も
の
と
す
る
︒
津
軽
の
在
地
伝
承
を
為
信
が
用
い
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
為
信
の
馬

印
起
源
と
し
て
花
若
（
花
輪
（
伝
説
が
語
ら
れ
た
の
か
︑
津
軽
藩
関
係
の
資
料
以

前
が
な
い
現
状
で
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
︑
津
軽
家
と
岩
木
山
を
深
く
結
び
つ

け
る
言
説
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
︒

　

ま
た
こ
こ
で
「
あ
ん
し
ゆ
の
ま
へ
」
と
い
う
女
神
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
後
に
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森
鷗
外
の
小
説
『
山
椒
大
夫
』
で
有
名
に
な
る
安
寿
の
こ
と
で
あ
る
︒
説
経
「
さ

ん
せ
う
太
夫
」
に
登
場
す
る
安
寿
は
︑
弟
厨
子
王
と
苦
難
を
受
け
る
物
語
で
知
ら

れ
て
い
る
︒『
津
軽
一
統
誌
』
に
も
「
今
俗
所
謂
奥
州
岩
城
領
司
判
官
正
氏
之
二

子
號
ス

㆓

姉
安
寿
・
弟
津
志
王
ト

㆒

」
が
あ
り（（（
（

︑
典
拠
と
す
る
『
和
漢
三
才
図
会
』
に

も
「
俗
云
︑
津
志
王
丸
︑
祭
㆓

姉
安
寿
㆒

之
社
︒
故
於
㆑

今
丹
後
人
︑
不
㆑

許
㆓

登
山
㆒︑」

と
し
︑「
さ
ん
せ
ふ
太
夫
」
が
展
開
す
る（（（
（

︒
近
世
前
期
の
岩
木
山
に
は
︑
説
経
「
さ

ん
せ
う
太
夫
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ（（（
（

︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
近
世
前
期
に
お
い
て
岩
木
山
信
仰
は
願
文
︑
官
撰
史
書
︑
地
誌

の
言
説
が
交
流
し
︑
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
今
日
知
ら
れ
て
い
る
岩
木

山
縁
起
と
し
て
は
︑
文
化
八
年
の
『
岩
木
山
百
澤
寺
光
明
院
』
が
知
ら
れ
︑
岩
木

山
の
代
表
的
な
縁
起
と
紹
介
さ
れ
る
が
︑
近
世
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
︒

　

で
は
︑
本
稿
が
扱
う
『
十
坊
縁
起
』
と
は
い
か
な
る
文
献
な
の
か
︒

︵
３
︶﹃
十
坊
縁
起
﹄
を
読
む
た
め
に

　

近
代
以
前
の
岩
木
山
は
︑
百
澤
寺
光
明
院
に
十
坊
と
呼
ば
れ
る
僧
房
が
構
成
さ

れ
て
い
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
宝
積
坊
︑
西
福
坊
︑
山
本
坊
︑
福
寿
坊
︑
円
林
坊
︑
東
林

坊
︑
万
福
坊
︑
徳
蔵
坊
︑
法
光
坊
で
あ
る
︒
こ
の
十
坊
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
永

禄
三
年
（
一
五
六
〇
（
の
板
碑
写
に
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
か
つ
て
は
衰
退
し
た
と

思
し
き
教
蓮
坊
と
教
順
坊
を
入
れ
て
十
二
坊
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
本
稿
で
扱
う
『
十

坊
縁
起
』
は
︑
こ
の
十
坊
お
よ
び
下
居
宮
と
守
山
宮
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

　
「
十
坊
縁
起
」
は
複
雑
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒
十
坊
の
歴
代
が
お
よ
そ
七
代

か
ら
九
代
ま
で
書
か
れ
︑
一
度
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
︒

于
時

元
禄
十
四
辛
巳
年
九
月
下
旬

百
澤
寺
十
世

朝
祐
法
印
改
之
︑

　
　

執
筆
城
下
貧
俗

　
　
　
　
　
　
　

浅
井
喜
寛

　

こ
の
続
き
に
下
居
宮
と
山
守
宮
の
記
述
が
続
き
︑
と
く
に
下
居
宮
は
安
倍
仲
満

に
よ
る
詳
細
な
縁
起
が
記
さ
れ
る
︒
仲
満
が
書
い
た
も
の
を
百
澤
寺
の
朝
祐
が
改

め
た
の
か
︑
さ
ら
に
書
き
足
し
た
の
か
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
「
城

下
貧
俗
」
と
称
す
る
浅
井
喜
寛
と
い
う
筆
を
執
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
も
謎
で
あ
る
︒

　

書
物
と
し
て
の
成
立
経
緯
は
︑
今
後
さ
ら
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
が
︑
本
稿
は

下
居
宮
の
縁
起
に
見
え
る
安
倍
氏
の
伝
承
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
で

は
︑
ど
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
︒
全
文
を
引
用
し
よ
う
（
一
部
字

体
を
改
め
た
（︒

︻
１
︼ 

下
居
宮
神
職
之
事
往
古
ハ
不
㆑

知
︑
天
正
年
中
先
祖
安
部
常
陸
尉
盛
季
為

リ
シ

㆓

神
主
㆒

時
ヨ
リ
以
来
︑
既
ニ
及
ン
デ
六
世
ニ

㆒

相
続
ス
︑
自
リ

㆓　

故
太
守
為

信
公
ノ
御
代
㆒︑
社
職
領
十
石
下
シ
賜
フ
テ
之
而
宮
仕
ス
ル
コ
ト
至
レ
リ

㆑

于
㆑

今
ニ
︑

当
職
何
某
謹
テ
書
ス
︑

︻
２
︼ 
蓋
シ
聞
ク
︑
神
道
ハ
者
二
神
応
現
ノ
昔
日
鉾
ノ
滴
リ
成
ル
ヨ
リ

㆑

嶋
ト
︑
以
還
タ
吾

カ
国
ハ
者
神
国
タ
リ
也
︑
是
故
ニ
自
リ

㆓

上
一
人
㆒

至
マ
テ

㆓

下
万
民
ニ

㆒︑
無
シ

㆔

天
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照
太
神
不
ル

㆓

苗
裔
㆒

者
ノ
︑
所
以
ニ
天
帝
ハ
者
仰
キ

㆓

鼻
祖
之
遺
訓
ヲ

㆒︑
領
シ

㆓

四
海
ヲ

㆒

治
ム

㆓

国
家
ヲ

㆒︑
且
ツ
亦
鹿
民
ハ
者
蒙
ツ
テ

㆓

神
名
ノ
擁
護
ヲ

㆒︑
攘
イ
妖

薛
ヲ

㆒

覓
ム

㆓

福
祐
ヲ

㆒︑
本
朝
ノ
風
俗
何
事
カ
如
シ

㆑

之
ニ
︑

︻
３
︼ 
抑
岩
木
三
所
大
権
現
ハ
者
当
国
ノ
惣
鎮
守
︑
蒼
生
ノ
守
護
神
︑
慈
悲
万
行

ノ
名
称
︑
朝
家
無
双
之
霊
神
也
︑
顕
レ

㆑

日
顕
ル
ゝ
ノ

㆑

月
ト
之
徳
︑
万
国
誰
カ

不
㆑

戴
㆓

其
ノ
光
ヲ

㆒︑
為
リ

㆑

雲
ト
為
ル

㆑

雨
之
姿
︑
普
天
何
ソ
不
㆑

受
ケ

㆓

其
ノ
潤

ヲ
㆒︑
是
ヲ
以
テ
感
応
之
成
否
ハ
︑
依
ル
ト

㆓

信
心
ノ
之
厚
薄
ニ

㆒︑

︻
４
︼ 

肆
ニ
致
ス

㆓

丹
誠
ヲ

㆒

者
ハ
滅
シ

㆓

七
難
於
捧
弊
之
掌
ロ
ニ

㆒

𢭆
ス
ル

㆓

懇
祈
ヲ

㆒︑
則
ハ

生
ス

㆓

七
福
於
礼
奠
之
席
ニ

㆒︑
加
之
︑
春
来
レ
ハ
教
ヘ
ラ
レ
テ

㆓

残
雪
ニ

㆒

企
テ

㆓

農

業
ヲ
秋
至
ハ
︑
習
ツ
テ

㆓

紅
葉
ニ

㆒

供
ス

㆓

結
穂
ヲ

㆒︑
是
ノ
故
ニ
志
シ
篤
信
之
輩
ハ
累

葉
之
繁
栄
何
ソ
納
受
メ
シ
ヲ
無
ラ
ン

㆔

所
㆓

願
ト
シ
テ
不
㆑

成
就
㆒︑
施
真
実
ノ
人
ハ
瓞

孫
之
相
続
宜
ク

㆑

及
フ

㆓

家
門
ニ

㆒

也
︑
是
不
㆓

当
山
権
現
之
衛
護
ニ

㆒

乎
︑

︻
５
︼ 

是
ノ
時
天
正
年
中　

故
太
守
右
京
太
夫
為
信
公
文
武
徳
行
之
御
代
ニ
︑
先

祖
常
陸
尉
盛
季
幸
イ
ニ
百
澤
ノ
生
レ
テ

㆓

綉
邸
イ
ニ

㆒︑
忝
ク
モ
黷
カ
シ

㆓

岩
木
下
居

社
職
ヲ

㆒

顒
ミ
拝
領
ス
︑
今
愚
迷
ノ
拙
ナ
キ
身
ニ
相
続
ス
之
︑
故
ニ
某
申
シ
為
メ
ニ

㆑

報
セ
ン
カ

㆓

古
今
ノ
恩
ヲ

㆒︑
旦
タ
夕
ヘ
当
社
ノ
宝
前
ニ

㆒

祈
リ

㆓

一
天
ノ
静
謐
ヲ

㆒︑
別

シ
テ
ハ
雖
㆑

祝
ス
ト

㆓　

太
守
之
御
武
運
長
久
ヲ

㆒︑
徧
ニ
恐
ル

㆓

魯
鈍
短
才
ノ
宮
仕

ヲ
㆒

而
已
︑
噫
痛
イ
哉
︑
思
焏
焦
カ
シ

㆓

胆
膽
ヲ

㆒

紅
涙
染
ム

㆓

縗
袂
ヲ

㆒︑
但
タ
黄

鷜
ノ
啼
㆑

柳
ニ
︑
魚
鱉
趯
ト
ル

㆑

波
ニ
耳
ミ
︑
誠
恐
誠
惶
謹
白
︑

 

当
神
主
仲
満

︻
６
︼ 

系
図　
　
　
　
　

 

安
倍
常
陸
尉
盛
季

 

同　

與
四
郎
仲
伸

 

同　

宮
太
夫
仲
房

 

同　

万
太
夫
仲
雄

 

同　

宮
太
夫
仲
季

 

当
職　
　
　
　
　

 

安
倍
播
磨
守
仲
満

　

分
析
の
都
合
上
︻
１
︼
か
ら
︻
６
︼
ま
で
に
分
割
し
た
︒
概
要
を
ま
と
め
よ
う
︒

︻
１
︼
は
︑
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
（
に
先
祖
で
あ
る
安
部
（
安
倍
（

盛
季
以
降
︑
六
世
に
及
ん
で
い
る
現
在
を
示
す
︒
盛
季
か
ら
津
軽
（
大
浦
（
為
信

に
仕
え
︑
社
職
領
と
し
て
十
石
を
受
け
て
い
た
と
す
る
︒

　
︻
２
︼
は
神
道
論
で
あ
る
︒「
二
神
応
変
」
し
︑
鉾
の
滴
り
か
ら
島
が
成
っ
て
以

降
︑
こ
の
国
は
「
神
国
」
と
す
る
︒
詳
し
く
は
後
で
見
る
が
︑「
是
故
」
に
「
上
一

人
よ
り
下
万
民
に
至
ま
で
」
天
照
太
神
の
末
裔
で
な
い
も
の
は
い
な
い
と
い
う
︒

具
体
的
な
神
道
説
が
確
認
で
き
る
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
︒

　
︻
３
︼
は
岩
木
山
信
仰
の
部
分
で
あ
り
︑「
当
国
の
総
鎮
守
」
で
あ
り
︑「
慈
悲
万

行
の
名
称
︑
本
朝
無
双
の
霊
神
」
で
あ
る
と
説
く
︒
こ
の
箇
所
は
︑
前
稿
で
『
神

祇
講
式
』
の
一
文
が
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
後
で
あ
ら
た
め
て

確
認
す
る
が
︑『
神
祇
講
式
』
の
記
述
を
受
け
︑
岩
木
山
信
仰
が
説
か
れ
て
る
︒

　
︻
４
︼
は
︑
岩
木
山
の
神
が
津
軽
の
人
々
に
︑
ど
の
よ
う
な
福
徳
を
も
た
ら
し

て
い
る
の
か
︑
具
体
的
に
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
︒
山
の
姿
と
農
事
暦
の
関
係

が
窺
え
︑
民
俗
的
に
興
味
深
い
︒

　

最
後
の
︻
５
︼
は
︑
冒
頭
に
戻
る
よ
う
に
︑
盛
季
か
ら
為
信
に
仕
え
︑
津
軽
藩

の
た
め
に
社
頭
で
安
倍
氏
が
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
を
説
く
︒
そ
し
て
︻
６
︼
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は
︑
下
居
宮
の
安
倍
氏
系
譜
で
あ
る
︒
最
後
に
「
当
神
主
仲
満
」
と
あ
り
︑
ま
た

盛
季
か
ら
六
世
相
続
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
縁
起
は
仲
満
が
書
い
た
も
の

で
あ
る
と
読
み
取
れ
よ
う
︒

　

同
時
代
の
岩
木
山
信
仰
と
の
関
係
や
︑『
神
祇
講
式
』
の
言
説
を
取
り
込
ん
だ

岩
木
山
の
神
へ
の
認
識
︑
さ
ら
に
神
道
説
に
つ
い
て
も
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
安
倍
氏
と
は
何
者
な
の
か
︒
次
章
か
ら
本
縁
起
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討

し
て
み
よ
う
︒

第
二
章　

岩
木
山
の
安
倍
氏
と
播
磨
守
仲
満

︵
１
︶
下
居
宮
祀
官
・
安
倍
氏

　

下
居
宮
祀
官
を
務
め
た
安
倍
氏
は
︑
記
録
上
で
は
『
永
禄
日
記
』
な
ど
に
所
収

さ
れ
る
棟
札
の
写
し
が
古
い
︒

封　
　
　
　
　

大
旦
那
源
朝
臣
行
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

封
聖
主
天
中
天　
　

小
旦
那
安
倍
助
季

迦
陵
頻
伽
聲

　
　
　
　
　
　

碑
文
奉
造
榮
岩
木
大
明
神
御
寶
殿
一
宇
応
仁
三
年
大
成
己
丑
九
月

四
日
乙
酉

哀
愍
衆
生
者

我
等
今
敬
礼

封　
　
　
　
　

勧
進
祢
宜
盛
季
甲
國　
　

大
工
藤
原
宗
重　
　
　
　
　
　
　
　

　

封

　

応
仁
三
年
（
一
四
六
九
（
九
月
四
日
棟
札
に
は
︑
大
檀
那
と
し
て
「
源
朝
臣
行

定
」︑
小
檀
那
に
「
阿
部
助
季
」
が
見
え（（（
（

︑「
勧
進
禰
宜
盛
季
」
の
名
が
あ
る
︒
盛

季
は
︑
岩
木
山
安
倍
氏
の
祖
と
し
て
名
前
が
頻
出
す
る
︒
こ
の
と
き
の
棟
札
は
︑

「
奉
造
営
岩
木
大
明
神
御
宝
殿
一
宇
」
と
あ
る
の
で
︑
岩
木
山
の
宝
殿
建
立
に
際

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

こ
の
棟
札
は
︑
安
倍
氏
側
の
記
録
や
『
永
禄
日
記
』
等
に
若
干
の
文
字
は
異
な

る
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
応
仁
三
年
と
い
う
中
世
ま
で
遡
る
貴
重
な
情
報
と
い
え

よ
う
︒

　

も
う
一
つ
は
︑
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
（
九
月
二
五
日
棟
札
で
あ
る
︒
こ
れ
に

よ
れ
ば
︑
大
檀
那
は
「
南
部
信
濃
守
為
則
」
で
あ
り
︑
津
軽
（
大
浦
（
為
信
の
養

父
で
あ
る
大
浦
為
則
と
さ
れ
る
︒
裏
に
は
十
二
坊
の
名
前
と
と
も
に
︑「
神
主
祢

宜
安
倍
与
四
郎
」
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
安
倍
与
四
郎

は
名
を
仲
伸
と
い
い
︑
盛
季
の
次
代
に
当
た
る
︒
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
応
仁
期

に
は
︑
岩
木
山
で
「
勧
進
禰
宜
」「
祢
宜
」
と
し
て
安
倍
氏
が
活
動
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
︒

　
『
十
坊
縁
起
』
に
も
系
図
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
安
倍
氏
側
が
伝
え
る
記
録
類

に
も
歴
代
の
名
前
は
確
認
で
き
る
︒
安
政
三
年
（
一
八
五
六
（
に
安
倍
数
馬
が
提

出
し
た
『
先
祖
由
緒
書（（（
（

』
に
よ
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
家
系
が
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
る
︒

　

ま
ず
「
先
祖
」
は
「
安
倍
太
郎
高
成
」
と
い
い
︑
も
と
は
津
軽
の
藤
崎
城
に
い

た
が
︑
元
亨
年
間
（
一
三
二
一
～
二
四
（
に
藤
崎
城
が
落
ち
る
と
︑
百
澤
近
郷
の



九
六

津
軽
岩
木
山
信
仰
と
安
倍
氏
（
星　

優
也
（

新
法
師
村
に
逃
れ
︑「
安
倍
源
左
衛
門
」
を
名
乗
っ
た
︒
貞
治
年
間
（
一
三
六
二
～

六
八
（
に
子
の
左
近
太
夫
吉
季
が
百
澤
に
移
り
︑
そ
こ
で
下
居
宮
の
神
職
に
な
っ

た
︒

　

以
降
︑
三
代
目
が
常
陸
尉
盛
季
で
あ
る
︒
盛
季
か
ら
は
与
四
郎
仲
伸
︑
伊
勢
太

夫
仲
房
︑
勘
七
郎
仲
令
︑
萬
太
夫
仲
雄
︑
宮
太
夫
仲
季
︑
播
磨
守
仲
満
︑
播
磨
仲

全
︑
播
磨
仲
紀
︑
常
陸
仲
昌
︑
常
陸
季
重
︑
数
馬
季
平
に
至
る
︒

　

仲
伸
以
降
︑「
仲
」
が
通
字
で
あ
る
が
︑「
季
」
の
字
も
使
う
︒
こ
の
字
か
ら
津

軽
安
藤
（
安
東
（
氏
が
想
起
さ
れ
る
が
︑
事
実
と
し
て
岩
木
山
の
安
倍
氏
は
︑
安

藤
氏
末
裔
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
︒

　
『
永
禄
日
記
』
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
永
禄
年
間
か
ら
代
々
書
き
継

が
れ
た
歴
史
叙
述
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
興
味
深
い
記
述
が
確
認
で
き
る（（（
（

︒

藤
崎
古
城
普
請
仕
直
シ
︑
石
川
殿
ゟ
人
足
割
高
直
ニ
御
雇
︑
見
事
ニ
成
︑
此

城
古
来
ゟ
有
之
所
︑
六
七
拾
年
已
然
之
事
ニ
候
由
︑
当
国
之
国
主
ヲ
阿
部
大

納
言
師
季
卿
と
申
候
由
︑
本
苗
字
ハ
安
藤
共
申
候
由
︑
其
子
孫
教
季
と
申
︑

其
頃
大
光
寺
城
ニ
居
城
︑
其
弟
ニ
藤
崎
伊
予
守
と
申
人
︑
藤
崎
ニ
住
城
ニ
而
︑

其
頃
南
部
ゟ
大
勢
押
寄
︑
大
光
寺
ノ
城
ヲ
潰
シ
︑
其
節
藤
崎
ゟ
還
付
候
得
共
︑

城
落
候
間
︑
当
国
退
出
し
明
城
ニ
成
候
由
承
候
︑
其
後
此
城
南
部
ゟ
三
年
詰

之
番
城
と
相
成
候
由
︑
古
老
之
物
語
ニ
候
間
︑
慥
成
証
拠
も
無
之
候
︑
但
夫

ゟ
前
方
ニ
も
慥
成
城
主
有
之
と
見
江
申
候
︑
往
古
之
記
録
之
文
段
ヲ
奉
之
次

ニ
左
ニ
記
置
︑

　

こ
こ
で
一
度
切
る
︒
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
（
よ
り
六
︑
七
十
年
ほ
ど
前
の

こ
と
と
し
て
︑「
当
国
の
国
主
」
に
「
阿
部
大
納
言
師
季
」
が
お
り
︑
苗
字
は
安
藤

で
︑
そ
の
子
孫
に
教
季
と
伊
予
守
の
兄
弟
が
い
た
と
い
う
︒
教
季
は
大
光
寺
城
︑

伊
予
守
は
藤
崎
城
に
い
た
︒
し
か
し
南
部
氏
が
攻
め
寄
せ
︑
大
光
寺
城
は
陥
落
︒

さ
ら
に
藤
崎
城
も
落
城
し
た
と
い
う
︒

　

こ
れ
は
永
禄
一
〇
年
に
藤
崎
城
を
普
請
し
直
し
た
と
き
を
記
す
も
の
で
︑
藤
崎

城
の
由
緒
と
言
え
る
︒
あ
ら
た
め
て
藤
崎
城
と
は
︑
室
町
後
期
に
は
津
軽
平
野
の

藤
崎
に
存
在
し
た
城
で
あ
る（（（
（

︒
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
津
軽
平
野
お
よ
び
渡
島
半

島
や
檜
山
で
活
動
し
た
︑
津
軽
安
藤
（
安
東
（
氏
に
関
係
深
い
城
で
あ
り
︑
後
に

安
藤
氏
発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
く（（（
（

︒

　

安
藤
氏
は
︑「
蝦
夷
管
領
」
と
呼
ば
れ
た
中
世
北
奥
の
豪
族
で
あ
る
︒
津
軽
十

三
湊
を
本
拠
に
栄
え
た
が
︑
額
部
地
方
の
南
部
氏
と
の
抗
争
に
敗
北
し
︑
渡
島
半

島
や
秋
田
に
撤
退
し
︑
や
が
て
三
春
藩
秋
田
氏
や
松
前
藩
家
老
の
下
国
氏
な
ど
と

し
て
︑
明
治
維
新
に
ま
で
至
っ
た（（（
（

︒
そ
の
安
藤
氏
の
一
族
と
さ
れ
る
人
び
と
が
藤

崎
城
の
城
主
で
あ
り
︑
南
部
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
伝
承
は
︑
近
世
の
地
誌
類
に
多
く

み
ら
れ
る
︒
そ
ん
な
藤
崎
安
藤
氏
の
末
裔
を
名
乗
る
の
が
︑
岩
木
山
安
倍
氏
で
あ

る
︒

　
『
永
禄
日
記
』
は
異
本
が
多
い
︒
別
の
『
北
畠
永
禄
日
記
』
に
は
次
の
内
容
が
書

か
れ
る（（（
（

︒
其
後
元
亨
二
年
に
津
軽
安
藤
太
郎
堯
勢
︑
其
従
弟
安
藤
次
郎
助
吉
と
境
目
之

論
ニ
依
て
︑
両
方
ゟ
鎌
倉
へ
登
り
訴
候
所
に
︑
時
之
評
定
衆
長
崎
次
郎
左
衛

門
高
資
に
頼
入
候
所
︑
此
人
両
人
決
断
早
敢
行
不
申
ニ
付
無
念
ニ
存
シ
︑
此

上
ハ
運
ニ
任
ス
へ
し
と
国
ヘ
下
り
兵
糧
城
郭
堅
固
に
か
ま
へ
︑
暫
勝
負
相
分
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不
申
︑
依
之
鎌
倉
あ
づ
が
へ
を
入
候
得
共
︑
後
難
を
恐
れ
承
引
無
之
︑
関
東

大
小
名
押
寄
︑
合
戦
之
初
り
に
相
成
候
︑
又
秋
田
城
主
安
藤
城
之
助
も
同
家

之
由
ニ
承
候
︑
其
後
藤
崎
城
主
ハ
安
藤
を
置
て
阿
部
を
名
乗
︑
阿
部
大
納
言

按
察
使
師
季
と
名
乗
候
事
ハ
︑
吉
野
之
内
裏
ゟ
被
仰
付
候
由
︑
其
後
文
亀
年

中
ニ
南
部
ゟ
押
寄
セ
︑
大
光
寺
阿
部
ヲ
潰
シ
︑
大
光
寺
ハ
左
衛
門
ニ
成
︑
藤

崎
ハ
三
年
詰
之
番
城
と
成
候
︑
右
是
迄
ハ
藤
崎
系
図
之
内
︑
有
増
写
取
候
︑

　

藤
崎
の
領
主
だ
っ
た
は
ず
が
︑
抗
争
に
敗
れ
た
歴
史
叙
述
は
共
通
す
る
が
︑
内

容
が
異
な
っ
て
い
る
︒「
長
崎
次
郎
左
衛
門
高
資
」
に
評
定
を
求
め
た
が
話
が
進

ま
ず
︑
合
戦
と
な
っ
て
鎌
倉
か
ら
追
討
を
受
け
た
と
い
う
︒
こ
れ
は
鎌
倉
末
期
に

実
際
起
き
た
安
藤
氏
の
乱
（
津
軽
大
乱
（
に
基
づ
い
て
い
る（（（
（

︒

　
『
保
暦
間
記
』
や
『
鎌
倉
年
代
記
』︑『
諏
訪
大
明
神
縁
起
絵
詞
』
が
記
す
安
藤
氏

の
乱
は
︑
安
藤
又
太
郎
季
長
と
従
兄
弟
と
さ
れ
る
安
藤
五
郎
三
郎
季
久
（
の
ち
に

宗
季
（
の
相
続
争
い
で
あ
る
︒
内
管
領
の
長
崎
高
資
が
両
方
か
ら
賄
賂
を
受
け
取

っ
た
が
た
め
に
泥
沼
化
し
︑
幕
府
反
乱
に
発
展
し
て
鎌
倉
の
追
討
を
受
け
た
︒
事

件
と
し
て
は
︑
季
長
が
鎌
倉
に
捕
縛
さ
れ
︑
季
久
が
又
太
郎
家
を
継
承
し
て
宗
季

に
改
名
す
る
と
︑
季
長
の
郎
党
季
兼
が
悪
党
や
蝦
夷
を
率
い
て
反
乱
し
︑
鎌
倉
は

そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
幕
府
衰
退
に
拍
車
を
か
け
た
︒

　

藤
崎
安
藤
氏
の
没
落
と
津
軽
平
野
で
起
き
た
安
藤
氏
の
乱
が
混
同
さ
れ
︑
神
話

化
さ
れ
た
歴
史
叙
述
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
で
は
︑
藤
崎
安
藤
氏
と
岩
木

山
安
倍
氏
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
︒
再
び
『
永
禄
日
記
』
の
記
述
を
見

て
み
よ
う
︒

此
時
我
等
先
祖
藤
崎
落
城
之
後
︑
百
沢
の
近
所
新
法
師
村
ニ
隠
れ
︑
毎
日
岩

木
山
神
霊
ヲ
拝
し
︑
子
孫
之
繁
昌
ヲ
祈
り
申
時
に
︑
兎
角
岩
木
大
明
神
拝
礼

之
為
ニ
百
沢
村
ニ
引
移
り
︑
暫
住
居
の
所
︑
南
部
公
ゟ
岩
木
大
明
神
の
祀
官

た
る
へ
き
人
を
御
ゑ
ら
み
之
所
︑
先
祖
と
云
へ
︑
年
齢
と
云
へ
︑
其
道
に
達

せ
る
人
︑
此
人
ニ
し
か
う
ハ
な
し
と
諸
人
進
メ
申
ニ
付
︑
即
祀
官
ニ
命
せ
ら

る
︑
阿
部
左
近
太
夫
吉
季
と
云
︑
当
社
祀
官
の
始
也
︑
毎
年
神
供
料
三
十
貫

を
献
セ
ら
る
る
︑
是
貞
治
年
中
也
︑
藤
崎
落
城
ゟ
五
拾
年
ニ
而
祀
官
と
成
︑

　

先
祖
の
藤
崎
城
主
「
安
藤
太
郎
高
成
」
は
︑
落
城
後
に
百
澤
近
く
の
新
法
師
村

に
隠
れ
︑
毎
日
岩
木
山
の
神
霊
を
拝
ん
で
い
た
︒
や
が
て
「
南
部
公
」
か
ら
岩
木

大
明
神
の
祀
官
に
抜
擢
さ
れ
︑
左
近
太
夫
吉
季
の
と
き
に
「
当
社
祀
官
の
始
」
と

な
っ
た
︒
こ
の
部
分
は
︑
先
に
見
た
安
倍
氏
の
『
先
祖
由
緒
書
』
と
共
通
し
て
お

り
︑
高
成
の
子
が
吉
季
と
な
っ
て
い
る
︒

　

高
成
や
吉
季
は
︑
そ
の
実
在
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
︒
類

似
す
る
名
前
と
し
て
は
︑
三
春
藩
秋
田
氏
が
伝
え
た
秋
田
実
季
撰
『
秋
田
家
系

図
』
に
︑「
堯
勢
（
た
か
な
り
（—

能
季
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑「
堯
勢
」
も
「
安

東
太
郎
︑
正
和
年
中
ニ
辜
㆓

負
シ
テ
鎌
倉
殿
ニ

㆒

在
国
ス
︑」
と
あ
る
こ
と
や
︑『
北
畠
永

禄
日
記
』
の
名
称
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑『
秋
田
家
系
図
』
に
由
来
す
る
可
能

性
が
高
い
︒
事
実
︑『
永
禄
日
記
』
に
は
︑
安
藤
氏
の
先
祖
伝
承
と
し
て
『
秋
田
家

系
図
』
に
あ
る
長
髄
彦
の
兄
・
安
日
の
子
孫
で
あ
り
︑
前
九
年
合
戦
で
滅
亡
し
た

安
倍
貞
任
の
遺
児
︑
高
星
丸
の
名
前
が
出
て
く
る（（（
（

︒

　

し
か
し
︑
数
多
く
あ
る
津
軽
安
藤
氏
関
係
の
系
図
群
に
岩
木
山
に
関
す
る
記
述

は
な
く
︑
藤
崎
城
主
の
末
裔
説
は
︑
岩
木
山
安
倍
氏
独
自
の
伝
承
で
あ
る
︒
岩
木
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津
軽
岩
木
山
信
仰
と
安
倍
氏
（
星　

優
也
（

山
安
倍
氏
は
︑
藤
崎
城
に
君
臨
し
た
津
軽
安
藤
氏
直
系
の
末
裔
を
自
認
し
て
お
り
︑

南
部
氏
や
津
軽
氏
よ
り
も
古
い
家
柄
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
岩
木
山
安
倍
氏
の
祖
と
さ
れ
る
盛
季
の
こ
と
で
あ
る
︒

︵
２
︶
神
話
的
始
祖
と
し
て
の
﹁
盛
季
﹂

　

安
藤
盛
季
の
名
は
複
数
で
確
認
で
き
る
︒『
秋
田
家
系
図
』
に
「
下
国
安
東
太
郎
︑

母
者
奥
州
国
司
北
畠
中
納
言
顕
家
卿
ノ
娘（（（
（

」
と
し
て
登
場
し
︑
松
前
藩
家
老
下
国

氏
の
『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家
譜
』
に
は
︑「
安
東
太　

津
軽
十
三
湊
安
大
納
言
」

「
長
髄
百
代
之
後
胤
」
と
し
︑
南
部
義
政
に
攻
め
ら
れ
て
嘉
吉
三
年
に
津
軽
十
三

湊
か
ら
撤
退
し
た
と
あ
る（（（
（

︒

盛
季
︹
安
東
太
津
軽
十
三
湊
／
安
大
納
言
︺

長
髄
百
代
之
後
胤
也
︒
為
シ

㆑

婿
㆓

南
部
大
膳
大
夫
源
義
政
ヲ

㆒

處
︑
來
テ

㆓

十
三

湊
㆒
ニ
對
㆓㆐

面
ス
盛
季
ニ

㆒

帰
︒
而
後
チ
義
政
廻
シ
テ

㆓

謀
略
ヲ

㆒

攻
㆓㆐

破
リ
十
三
湊
ヲ

㆒

乗
㆓㆐

取
リ
津
軽
ヲ

㆒︒
故
ニ
嘉
吉
三
年
十
二
月
十
日
︑
盛
季
逃
㆓㆐

渡
ル
狄
之
嶋
㆒︒
松
前

也
︒

 

（『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家
譜
』（

　

安
藤
氏
の
十
三
湊
撤
退
時
の
当
主
を
「
盛
季
」
と
す
る
認
識
は
︑
ほ
か
に
も
見

え
る
︒
松
前
藩
の
歴
史
書
『
新
羅
之
記
録
』
に
は
︑「
亦
タ
其
以
リ
後
嘉
吉
三
年
ノ
冬
︑

下
国
安
東
太
郎
盛
季
落
㆓

小
泊
ノ
之
柴
舘
ヲ

㆒︑
渡
海
ノ
之
後
︑
慕
ヒ

㆑

跡
ヲ
数
人
來
テ
住
ス
︒

於
㆑

今
其
末
孫
ノ
之
侍
共
在
ル

㆑

之
也（（（
（

」
と
あ
り
︑
以
降
は
『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家

譜
』
と
類
似
す
る
盛
季
没
落
の
経
緯
が
描
か
れ
る
︒

　

ま
た
︑
か
つ
て
十
三
湊
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
阿
吽
寺
の
縁
起
『
松
前
慈
眼
寺
由

緒
書
』
も
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
︑
安
藤
盛
季
の
時
代
に
南
部
義
政
か
ら
攻
撃
さ

れ
︑
十
三
湊
か
ら
撤
退
し
た
と
す
る（（（
（

︒

　

熊
野
那
智
大
社
に
伝
わ
る
『
奥
州
下
国
殿
之
代
々
之
名
法
日
記
』（
嘉
吉
元
年

︹
一
四
四
一
︺（
に
は
︑
津
軽
の
下
国
殿
の
家
系
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る（（（
（

︒安
藤
又
太
郎
宗
季
︑
其
御
子
息
師
季
︑
其
子
ニ
法
季
︑
其
子
ニ
盛
季
︑
其
子

ニ
泰
季
と
申
︑
今
の
下
国
殿
也
︒

　

こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
「
宗
季—

師
季—

法
季—

盛
季—

泰
季
」
と
至
る
系
譜

が
あ
り
︑
盛
季
も
実
在
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
︒
ま
た
︑
先
の
応
仁
三
年
の
棟

札
に
は
︑「
勧
進
祢
宜
盛
季
」
の
名
前
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
全
く
の
別
人
で
あ
る
こ

と
は
︑
年
代
の
差
か
ら
わ
か
る
︒
安
藤
氏
関
係
の
系
図
を
確
認
す
る
と
︑
盛
季
と

い
う
名
前
は
幾
つ
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

秋
田
に
移
っ
た
湊
家
の
『
湊
氏
系
図
』
に
は
︑
始
祖
と
さ
れ
る
安
東
太
郎
貞
季

の
子
に
盛
季
が
お
り
︑「
出
羽
国
秋
田
郡
小
鹿
嶋
本
山
赤
神
権
現
二
王
堂
再
興
事
」

の
事
績
が
語
ら
れ
︑
そ
の
末
裔
に
応
永
年
間
の
人
物
と
し
て
「
守
季
」
が
お
り
︑

そ
の
子
孫
に
も
「
盛
季
」
が
登
場
す
る
︒
別
の
『
湊
氏
系
図
』
に
は
︑
応
永
年
間

の
祖
で
あ
る
「
鹿
季
」
の
子
に
「
盛
季
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
子
孫
で
慶
長

年
間
の
人
物
と
し
て
︑
再
び
「
盛
季
」
が
出
る（（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
︑
系
図
ご
と
に
安

藤
盛
季
は
複
数
存
在
し
︑
安
藤
氏
一
族
で
は
よ
く
付
け
ら
れ
る
名
の
一
つ
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
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こ
こ
で
見
過
ご
せ
な
い
の
が
︑
近
世
前
期
の
歴
史
書
や
地
誌
類
に
し
ば
し
ば
見

え
る
盛
季
の
存
在
で
あ
る
︒『
津
軽
一
統
志　

附
巻
』
に
次
の
記
述
が
あ
る（（（
（

︒

昔
日
下
将
軍
安
部
大
納
言
盛
季
下
国
殿
知
行
ノ
時
ハ
︑
津
軽
六
郡
ニ
四
百
八

十
人
ノ
侍
七
千
騎
ト
云
傳
フ
︑
今
ハ
衰
微
シ
テ
纔
カ
三
郡
ノ
大
名
三
人
︑
侍

五
十
人
五
百
騎
︑
津
軽
郡
中
字
終
︑

　

い
つ
の
頃
か
触
れ
ら
れ
な
い
が
︑「
日
下
将
軍
安
部
大
納
言
盛
季
下
国
殿
」
が

統
治
し
て
い
た
時
代
は
︑
津
軽
に
四
百
八
十
人
の
侍
と
七
千
騎
が
い
た
が
︑
い
ま

は
わ
ず
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
嘆
く
形
で
結
ん
で
い
る
︒
ほ
か
に
も
「
郡
司

安
摂
使
大
納
言
盛
季
卿
ヲ
下
国
殿
ト
申
也
」
と
い
う
記
述
が
あ
り（（（
（

︑
南
部
氏
と
戦

っ
た
こ
と
が
書
か
れ
︑
さ
ら
に
「
昔
下
国
盛
季
卿
ノ
時
代
ハ
津
軽
六
郡
ニ
侍
四
百

八
十
人
︑
七
千
騎
ト
云
也
」
と
い
う
︑
同
様
の
一
文
が
あ
る（（（
（

︒

　
『
永
禄
日
記
』
に
も
︑
津
軽
が
南
部
氏
に
支
配
さ
れ
る
よ
り
前
と
し
て
︑
次
の

よ
う
に
書
か
れ
る（（（
（

︒

夫
ゟ
以
前
ハ
津
軽
元
来
ハ
︑
按
察
使
中
納
言
藤
原
盛
季
卿
︹
阿
部
貞
任
之
後

胤
︺
之
国
な
り
︒
其
孫
ノ
教
季
卿
ノ
時
︑
文
亀
二
壬
戌
年
︑
南
部
ゟ
大
勢
押

寄
合
戦
有
︑
教
季
卿
ヲ
退
散
し
︑
南
部
ゟ
津
軽
を
押
領
し
（
中
略
（︑
此
大
光

寺
城
ハ
元
来
上
国
左
衛
門
︹
藤
崎
之
別
家
︺
之
先
祖
阿
部
中
納
言
藤
原
教
季

居
城
な
り
と
有
︑

　

藤
原
姓
で
あ
る
が
︑
大
納
言
盛
季
と
中
納
言
教
季
の
系
譜
が
書
か
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
先
に
み
た
岩
木
山
安
倍
氏
の
先
祖
伝
承
に
︑「
当
国
之
国
主
ヲ
阿
部
大
納

言
師
季
卿
」（『
永
禄
日
記
』（︑「
其
後
藤
崎
城
主
ハ
安
藤
を
置
て
阿
部
を
名
乗
︑
阿

部
大
納
言
按
察
使
師
季
と
名
乗
候
事
」（『
北
畠
永
禄
日
記
』（
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑「
師
季
（
モ
ロ
ス
エ
（」
は
「
盛
季
（
モ
リ
ス
エ
（」
と
同
一
と
考

え
て
良
い
︒

　

こ
こ
ま
で
確
認
す
る
と
︑
十
三
湊
で
繁
栄
を
誇
っ
た
人
物
と
し
て
安
藤
盛
季
が

想
定
で
き
る
が
︑
や
が
て
そ
の
名
前
が
実
在
し
た
盛
季
か
ら
離
れ
︑
津
軽
を
最
も

繁
栄
さ
せ
た
時
代
の
代
名
詞
と
し
て
︑
大
納
言
と
い
う
異
様
な
通
称
と
と
も
に
語

ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
安
藤
氏
の
一
族
で
「
盛
季
」
と
い
う
名
が
使
わ

れ
る
一
つ
の
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　

松
前
藩
の
下
国
家
で
は
︑
盛
季
は
南
部
氏
に
敗
れ
た
安
藤
氏
の
歴
史
に
お
い
て

画
期
の
人
物
と
し
︑「
長
髄
百
代
之
後
胤
」
と
位
置
づ
け
︑
盛
季
以
降
は
親
子
関

係
が
分
か
る
系
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る（（（
（

︒
岩
木
山
安
倍
氏
の
「
勧
進
祢
宜
盛
季
」

（
応
仁
三
年
（
は
︑
恐
ら
く
実
在
し
た
安
藤
氏
一
族
の
一
人
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

常
陸
尉
盛
季
と
同
一
人
物
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
︒
応
仁
期
と
天
正
期
に
二
人
の

盛
季
が
存
在
し
た
こ
と
が
︑
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　

や
が
て
『
永
禄
日
記
』
に
棟
札
が
記
さ
れ
︑
登
場
す
る
勧
進
祢
宜
盛
季
と
按
察

使
大
納
言
盛
季
卿
の
伝
説
と
同
一
化
さ
れ
て
い
っ
た
︒
岩
木
山
安
倍
氏
は
そ
の
末

裔
を
名
乗
り
︑
天
正
期
に
盛
季
を
名
乗
っ
た
常
陸
尉
が
大
浦
為
信
と
協
力
関
係
を

構
築
し
︑
直
々
に
下
居
宮
祀
官
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　
『
十
坊
縁
起
』
の
冒
頭
と
末
尾
に
「
先
祖
」
と
し
て
常
陸
尉
盛
季
が
顕
彰
さ
れ

て
い
る
背
景
に
は
︑
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
展
開
し
た
︑
神
話
的
人
物
と

し
て
の
按
察
使
大
納
言
盛
季
の
伝
説
が
関
係
し
て
い
よ
う
︒
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次
は
こ
の
盛
季
を
顕
彰
し
︑
独
自
の
縁
起
を
創
り
出
し
た
仲
満
に
つ
い
て
で
あ

る
︒

︵
３
︶
播
磨
守
仲
満

　

仲
満
は
︑
詳
し
い
事
績
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
人
物
で
あ
る
︒
明
治
期
に
編
纂

さ
れ
た
『
考
証
安
倍
先
祖
由
緒
書
』
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

︒
こ
れ
に
よ
れ

ば
︑
仲
満
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
（
に
生
ま
れ
︑
幼
名
を
亀
之
助
と
い
っ
た
︒

一
五
歳
の
と
き
に
藩
主
信
政
に
御
目
見
え
し
︑
元
服
後
は
万
四
郎
と
称
し
た
︒

　

興
味
深
い
の
は
︑
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
（
に
「
吉
田
殿
許
状
済
初
リ
」
と
あ

り
︑
吉
田
神
道
の
裁
許
状
を
え
て
い
る
︒『
考
証
安
倍
先
祖
由
緒
書
』
に
は
︑
仲
満

が
受
け
取
っ
た
裁
許
状
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

奥
州
津
軽
鼻
和
郡
百
沢
村
岩
木
山
下
居
宮
之
神
主
安
倍
播
磨
守
仲
満
︑
恒
例

之
神
事
参
勤
之
時
︑
可
着
風
折
烏
帽
子
狩
衣
者
神
道
裁
許
之
状
如
件

　

元
禄
六
癸
酉
七
月
廿
五
日

神
祇
管
領
長
上
従
三
位
右
兵
衛
督
卜
部
兼
連
印

　

ど
う
や
ら
安
倍
万
四
郎
仲
満
は
︑
元
禄
六
年
の
神
道
裁
許
状
に
よ
っ
て
吉
田
官

位
の
受
領
号
と
し
て
播
磨
守
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
︒『
岩
木
山
境
内

附
什
物
記
』
に
よ
れ
ば
︑「
元
禄
六
年
上
京
於
㆓

吉
田
㆒

官
位
請
㆓

許
状
㆒

者
也（（（
（

」
と

あ
る
こ
と
か
ら
︑
実
際
に
上
洛
し
た
ら
し
い
︒

　

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
（
二
月
一
一
日
︑
六
十
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
︒
仲

満
以
降
は
︑
子
の
仲
全
と
孫
の
仲
紀
は
播
磨
守
を
名
乗
る
が
︑
そ
の
後
は
常
陸
を

称
し
て
い
る
︒
先
祖
の
常
陸
尉
盛
季
へ
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
︒

　

吉
田
官
位
を
受
け
た
仲
満
は
播
磨
守
だ
が
︑
そ
れ
以
前
は
宮
太
夫
仲
房
︑
万
太

夫
仲
雄
︑
宮
太
夫
仲
季
な
ど
︑
太
夫
号
を
称
し
て
い
る
︒「
慶
長
七
寅
六
月
伊
勢

三
日
市
秀
博
裁
許
状
・
諸
本
紙
有
之
︑
宮
ノ
太
夫
仲
房
」
や
仲
季
の
時
代
に
「
寛

文
十
二
壬
子
閏
六
月　

伊
勢
三
日
市
太
夫
治
郎
秀
定
許
状
有
之
」
と
い
う
記
述
︑

ま
た
仲
房
が
伊
勢
宮
太
夫
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
こ
れ
ま
で
安
倍
氏
は
少

な
く
と
も
仲
房
か
ら
伊
勢
の
本
所
支
配
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
太
夫
号

は
そ
の
証
で
あ
る
︒

　

こ
の
背
景
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
西
垣
晴
次
と
篠
村
正
雄
の
研
究
が
あ
る（（（
（

︒

津
軽
で
は
︑
神
明
宮
（
現
︑
弘
前
神
明
宮
（
を
は
じ
め
︑
神
職
は
慶
長
年
間
以
降

は
圧
倒
的
に
伊
勢
の
支
配
を
受
け
て
い
た
︒
例
え
ば
『
神
明
宮
縁
起
』（
元
禄
一
五

年
︹
一
七
〇
二
︺（
に
よ
れ
ば
︑
神
明
宮
の
神
主
は
︑
伊
勢
に
赴
い
て
惣
宮
太
夫
︑

の
ち
に
日
向
太
夫
と
称
し
て
い
る
︒
篠
原
論
文
に
よ
れ
ば
︑
元
禄
年
間
に
な
る
と
︑

神
職
の
大
半
が
吉
田
家
の
裁
許
状
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
︒

　

津
軽
の
神
職
で
吉
田
官
位
を
受
け
た
早
い
も
の
は
︑
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
（

神
明
社
の
斎
藤
惣
宮
太
夫
が
︑
長
門
掾
と
改
名
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
元
禄
六

年
に
は
︑
浪
岡
村
八
幡
宮
神
主
が
有
馬
和
泉
守
︑
東
照
宮
神
主
が
山
辺
丹
後
守
を

名
乗
っ
て
お
り
︑
こ
れ
以
降
頻
出
し
て
い
く
︒
安
倍
仲
満
が
上
洛
し
た
の
は
元
禄

六
年
の
こ
と
で
あ
り
︑
斎
藤
長
門
や
有
村
和
泉
︑
山
辺
丹
後
と
い
っ
た
新
し
い
動

向
に
連
動
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
︑
背
景
と
し
て
当
時
の
藩
主
津
軽
信
政
が
吉
川
神
道

を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
こ
と
だ
︒
特
に
元
禄
期
は
︑
信
政
は
吉
川
惟
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二
〇
二
一
年
三
月
（

足
か
ら
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
伝
授
を
う
け
て
い
る（（（
（

︒
周
知
の
と
お
り
︑
吉
川
神
道

は
︑
吉
田
神
道
の
系
統
に
あ
る
︒
吉
川
惟
足
は
︑
吉
田
神
道
を
継
承
し
た
萩
原
兼

従
か
ら
神
道
伝
授
を
受
け
た
が
︑
独
自
に
発
展
さ
せ
て
吉
川
神
道
を
創
出
し
た
︒

信
政
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
仲
満
は
︑
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
︑
伊
勢
か
ら
吉
田

へ
と
方
針
転
換
し
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

津
軽
藩
の
神
職
全
体
の
動
き
と
連
動
し
て
い
る
が
︑「
中
興
開
基
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
︑
仲
満
は
新
し
い
動
き
に
反
応
し
︑
行
動
し
た
神
職
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
︒

　

こ
こ
ま
で
『
十
坊
縁
起
』
の
背
景
や
人
物
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
︒
岩
木
山

安
倍
氏
は
︑
津
軽
安
藤
氏
直
系
を
称
す
る
神
職
家
で
︑
按
察
使
大
納
言
盛
季
卿
伝

説
を
取
り
入
れ
た
自
己
認
識
を
持
っ
て
い
た
︒
仲
房
以
降
︑
伊
勢
の
本
所
支
配
を

受
け
て
い
た
が
︑
仲
満
の
時
代
に
津
軽
藩
の
神
職
と
し
て
早
い
段
階
で
上
洛
し
︑

吉
田
官
位
を
受
け
て
い
る
︒
こ
れ
以
降
︑
岩
木
山
の
下
居
宮
は
吉
田
に
属
す
る
こ

と
と
な
り
︑
仲
満
は
画
期
点
に
い
た
神
職
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　

で
は
︑
そ
の
仲
満
が
著
し
た
『
十
坊
縁
起
』
下
居
宮
の
記
事
は
︑
い
か
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
次
章
で
は
『
十
坊
縁
起
』
の
信
仰
世
界
を
検
討
し
よ
う
︒

第
三
章　

近
世
岩
木
山
の
神
道
説
形
成

︵
１
︶
上
一
人
か
ら
下
万
民
に
至
る
ま
で

　

あ
ら
た
め
て
『
十
坊
縁
起
』
の
︻
２
︼
の
部
分
を
引
用
し
よ
う
︒

蓋
シ
聞
ク
︑
神
道
ハ
者
二
神
応
現
ノ
昔
日
鉾
ノ
滴
リ
成
ル
ヨ
リ

㆑

嶋
ト
︑
以
還
タ
吾
カ
国
ハ

者
神
国
タ
リ
也
︑
是
故
ニ
自
リ

㆓

上
一
人
㆒

至
マ
テ

㆓

下
万
民
ニ

㆒︑
無
シ

㆔

天
照
太
神
不

ル
㆓

苗
裔
㆒

者
ノ
︑
所
以
ニ
天
帝
ハ
者
仰
キ

㆓

鼻
祖
之
遺
訓
ヲ

㆒︑
領
シ

㆓

四
海
ヲ

㆒

治
ム

㆓

国

家
ヲ

㆒︑
且
ツ
亦
鹿
（
庶
カ
）民
ハ
者
蒙
ツ
テ

㆓

神
名
ノ
擁
護
ヲ

㆒︑
攘
イ
妖
薛
ヲ

㆒

覓
ム

㆓

福
祐
ヲ

㆒︑

本
朝
ノ
風
俗
何
事
カ
如
シ

㆑

之
ニ
︑

　
「
神
道
」
と
は
「
二
神
応
現
」
し
た
昔
︑
鉾
の
滴
り
か
ら
島
が
成
っ
た
時
か
ら
︑

我
が
国
は
「
神
国
」
で
あ
る
と
説
く
︒
二
神
と
は
イ
ザ
ナ
ギ
︑
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と

を
指
す
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
を
「
応
現
」
と
表
し
て
い
る
︒「
応
現
」（
応
化
（
と
は
︑

仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
済
す
る
際
︑
そ
れ
に
適
し
た
姿
で
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
最

初
に
国
土
を
創
造
し
た
「
二
神
」（
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
（
は
︑
衆
生
救
済
の
役

目
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒
そ
う
な
れ
ば
「
神
国
」
と
は
︑
衆
生
を

悟
り
に
導
く
た
め
に
︑
仏
菩
薩
が
神
身
に
現
じ
て
救
済
す
る
国
と
い
う
意
味
に
な

る
︒

　
「
是
故
に
」
と
し
︑「
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
る
ま
で
︑
天
照
太
神
の
苗
裔
に

あ
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
う
︒
全
て
の
人
々
は
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
の
末
裔
で
あ
る
と

い
う
認
識
だ
が
︑
こ
こ
に
「
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
る
」
と
い
う
象
徴
的
な
フ

レ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
上
一
人
か
ら
下
万
民
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
は
︑
し
ば
し
ば
聞
く
が
︑
神
道
の
問
題
に
な
れ
ば
︑
同
時
代
と
し
て
見
過
ご
せ

な
い
人
物
が
い
る
︒
そ
れ
が
伊
勢
の
出
口
延
佳
で
あ
る
︒

　

伊
勢
の
外
宮
度
会
氏
に
生
ま
れ
︑
豊
御
崎
文
庫
を
設
立
し
︑
伊
勢
神
道
の
復
興

を
行
っ
た
と
し
て
知
ら
れ
る
延
佳
は
︑
中
世
神
道
と
近
世
神
道
の
境
界
に
い
る
こ

と
で
知
ら
れ
る
︒
万
治
元
年
（
一
六
五
九
（
の
『
中
臣
祓
瑞
穂
抄
』
や
寛
文
六
年

（
一
六
六
六
（
の
『
大
神
宮
神
道
或
問
』
で
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る（（（
（

︒
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上
一
人
ヨ
リ
下
万
民
マ
デ
︑
天
御
中
主
ノ
分
身
ノ
神
ヲ
心
中
ニ
ヤ
ド
シ
奉
リ

テ
︑
自
性
ト
ス
レ
バ
︑
心
ハ
神
明
ノ
御
舎
ト
云
ヘ
リ
︒

 

（『
中
臣
祓
瑞
穂
抄
』（

神
を
祭
る
法
な
ど
は
禰
宜
神
主
の
す
る
事
に
て
︑
神
道
と
云
は
上
一
人
よ
り

下
万
民
ま
で
行
ふ
且
暮
の
道
な
り
︒

 

（『
大
神
宮
神
道
或
問
』（

　

こ
の
よ
う
に
︑『
十
坊
縁
起
』
に
見
え
る
「
上
一
人
よ
り
︑
下
万
民
に
至
る
」
と

い
う
表
現
は
︑
神
道
説
に
お
い
て
は
出
口
延
佳
が
特
に
用
い
て
い
た
︒
中
世
神
道

の
よ
う
に
宗
教
者
の
実
践
や
体
験
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
︑
上
は
一
人
（
天
皇
（

か
ら
万
民
ま
で
対
象
が
広
げ
ら
れ
て
い
る（（（
（

︒

　

延
佳
は
︑
す
べ
て
の
人
々
は
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
の
分
身
を
心
に
宿
す
と
説
く
︒

一
方
で
仲
満
は
︑
上
一
人
か
ら
下
万
民
ま
で
皆
︑
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
で
な
い
も

の
は
な
い
と
言
う
︒
さ
ら
に
「
天
帝
」
は
「
鼻
祖
」
の
遺
訓
を
仰
い
で
四
海
を
統

治
し
︑「
鹿
民
」（
庶
民
（
は
神
々
の
擁
護
を
受
け
て
︑
邪
悪
な
も
の
を
払
い
︑
福

を
受
け
て
い
る
︒
こ
れ
が
「
本
朝
の
風
俗
」
で
あ
る
と
い
う
︒

　

後
半
の
人
々
は
神
々
に
守
ら
れ
︑
そ
れ
が
「
本
朝
の
風
俗
」
で
あ
る
と
い
う
認

識
は
︑
延
佳
の
神
道
説
に
近
い
︒
延
佳
は
︑
日
常
生
活
で
の
振
る
舞
い
全
て
を

「
神
道
」
と
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
天
皇
か
ら
庶
民
に
ま
で
通
じ
て
い
る
と
す
る
︒

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
︑
岩
木
山
安
倍
氏
が
仲
房
以
来
︑
伊
勢
の
本
所
支
配
に
い

た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
︒
仲
満
に
至
る
ま
で
︑
恐
ら
く
延
佳
の
神
道
説
が
書
物

や
言
説
を
通
じ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
︒
仲
満
は
︑
岩
木
山
の
神
徳
を
論
じ
る
べ
く
︑
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
︒

︵
２
︶
蒼
生
ノ
守
護
神
︑
慈
悲
万
行
ノ
名
称

　

こ
こ
で
再
び
︻
３
︼
の
部
分
を
引
用
し
よ
う
︒

抑
岩
木
三
所
大
権
現
ハ
者
当
国
ノ
惣
鎮
守
︑
蒼
生
ノ
守
護
神
︑
慈
悲
万
行
ノ
名

称
︑
朝
家
無
双
之
霊
神
也
︑
顕
レ
㆑

日
顕
ル
ゝ
ノ
㆑

月
ト
之
徳
︑
万
国
誰
カ
不
㆑

戴
㆓

其
ノ
光
ヲ
㆒︑
為
リ
㆑

雲
ト
為
ル
㆑

雨
之
姿
︑
普
天
何
ソ
不
㆑

受
ケ
㆓

其
ノ
潤
ヲ
㆒︑
是
ヲ
以
テ

感
応
之
成
否
ハ
︑
依
ル
ト
㆓

信
心
ノ
之
厚
薄
ニ
㆒

　

こ
こ
か
ら
岩
木
山
に
つ
い
て
の
話
し
に
入
る
︒
傍
線
部
は
︑
旧
稿
で
指
摘
し
た

『
神
祇
講
式
』
と
同
文
箇
所
で
あ
る
︒
あ
ら
た
め
て
『
神
祇
講
式
』
と
は
︑
少
な

く
と
も
鎌
倉
後
期
に
は
成
立
し
て
い
た
神
祇
を
︿
本
尊
﹀
に
祈
願
す
る
講
式
で
︑

解
脱
房
貞
慶
作
の
説
と
と
も
に
展
開
し
た
︒
中
世
神
道
説
と
密
接
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
筆
者
は
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
の
広
が
り
を
明

ら
か
に
し
た
︒

　
『
神
祇
講
式
』
の
言
葉
を
使
い
︑『
十
坊
縁
起
』
は
︑
ま
ず
岩
木
三
所
権
現
と
は
︑

「
当
国
の
総
鎮
守
」
と
す
る
︒
こ
れ
は
ま
ず
大
前
提
で
あ
る
︒
続
い
て
「
蒼
生
の

守
護
神
」
で
あ
る
が
︑「
蒼
生
」
と
は
︑
漢
語
で
人
々
の
こ
と
を
指
し
︑『
日
本
書

紀
』
で
は
『
古
事
記
』
の
「
青
人
草
」（
＝
人
民
（
の
同
義
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

岩
木
山
の
神
と
は
︑
津
軽
す
べ
て
の
鎮
守
神
で
あ
り
︑
人
民
す
べ
て
の
守
護
神
で

あ
る
と
い
う
の
だ
︒
そ
し
て
「
慈
悲
万
行
の
名
称
︑
朝
家
無
双
の
霊
神
な
り
」
と

い
う
︒
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こ
の
「
慈
悲
万
行
の
名
称
」
部
分
は
︑
春
日
大
明
神
の
菩
薩
号
が
慈
悲
万
行
菩

薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
春
日
神
の
こ
と
を
指
し
︑『
神
祇
講
式
』
も
春
日
信
仰
の

講
式
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た（（（
（

︒
し
か
し
︑
広
く
流
布
す
る
『
神
祇

講
式
』
に
は
︑
こ
の
「
当
社
権
現
者
︑
慈
悲
万
行
之
名
称
」
と
す
る
部
分
に
︑「
随

所
」「
随
所
神
名
」「
神
名
変
更
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
春
日
神
を
想
起
さ
せ
る

「
慈
悲
万
行
」
と
い
う
神
格
は
︑
春
日
神
を
離
れ
て
岩
木
三
所
権
現
を
示
す
も
の

へ
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
『
神
祇
講
式
』
に
由
来
す
る
日
や
月
と
な
っ
て
万
国
を
照
ら
し
︑
雨
や

雲
と
な
っ
て
世
界
に
潤
い
を
も
た
ら
す
記
述
も
︑
岩
木
三
所
権
現
が
︑「
蒼
生
の

守
護
神
」
と
し
て
発
現
す
る
神
力
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
︒

　

つ
づ
く
「
感
応
の
成
否
は
︑
信
心
の
厚
薄
に
依
る
」
と
い
う
部
分
も
︑『
神
祇
講

式
』
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
︑
岩
木
山
の
神
は
︑
す
べ
て
の
人
々
を
救
う
働
き
を
行

っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
救
済
を
受
け
る
か
は
︑
人
び
と
の
信
心
の
厚
さ
次
第
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
︒
絶
対
的
な
救
済
神
と
し
て
︑
岩
木
山
の
神
は
延
佳
の
神
道
説

と
『
神
祇
講
式
』
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
立
ち
現
れ
て
い
る
︒

︵
３
︶
残
雪
と
紅
葉

　
︻
４
︼
の
部
分
を
引
用
し
よ
う
︒

肆
ニ
致
ス

㆓

丹
誠
ヲ

㆒

者
ハ
滅
シ

㆓

七
難
於
捧
弊
之
掌
ロ
ニ

㆒

𢭆
ス
ル

㆓

懇
祈
ヲ

㆒︑
則
ハ
生
ス

㆓

七
福
於
礼
奠
之
席
ニ

㆒︑
加
之
︑
春
来
レ
ハ
教
ヘ
ラ
レ
テ

㆓

残
雪
ニ

㆒

企
テ

㆓

農
業
ヲ
秋
至
ハ
︑

習
ツ
テ

㆓

紅
葉
ニ

㆒

供
ス

㆓

結
穂
ヲ

㆒︑
是
ノ
故
ニ
志
シ
篤
信
之
輩
ハ
累
葉
之
繁
栄
何
ソ
納

受
メ
シ
ヲ
無
ラ
ン

㆔

所
㆓

願
ト
シ
テ
不
㆑

成
就
㆒︑
施
真
実
ノ
人
ハ
瓞
孫
之
相
続
宜
ク

㆑

及
フ

㆓

家
門
ニ

㆒

也
︑
是
不
㆓

当
山
権
現
之
衛
護
ニ

㆒

乎
︑

　

真
心
か
ら
信
仰
す
る
者
は
七
難
を
滅
し
︑
懇
ろ
に
祈
れ
ば
七
福
を
得
る
と
い
う
︒

先
の
信
心
の
厚
薄
に
続
く
言
説
で
あ
る
と
わ
か
る
︒
こ
こ
で
「
加
し
か
の
み
な
ら
ず

之
」
と
し
て
︑

「
春
来
レ
ハ
教
ヘ
ラ
レ
テ

㆓

残
雪
ニ

㆒

企
テ

㆓

農
業
ヲ

㆒

秋
至
ハ
︑
習
ツ
テ

㆓

紅
葉
ニ

㆒

供
ス

㆓

結
穂

ヲ
㆒

」
と
い
う
︒
春
の
訪
れ
は
残
雪
の
姿
を
以
て
示
し
て
農
業
を
勧
め
︑
秋
の
至
り

は
︑
紅
葉
と
稲
穂
の
実
り
か
ら
報
せ
る
と
い
う
︒

　

こ
の
残
雪
で
知
ら
せ
る
と
い
う
部
分
は
︑
現
在
も
民
俗
と
し
て
残
る
岩
木
山
の

雪
形
で
あ
る（（（
（

︒
こ
の
頃
か
ら
農
事
暦
で
あ
る
雪
形
が
確
認
で
き
る
点
で
も
興
味
深

い
が
︑
仲
満
は
そ
れ
も
岩
木
山
が
人
々
に
示
す
神
徳
の
形
で
あ
る
と
説
く
︒
さ
ら

に
志
の
あ
る
も
の
は
累
代
の
繁
栄
を
約
束
し
︑
願
い
が
成
就
し
な
い
こ
と
は
な
く
︑

そ
し
て
家
門
も
続
い
て
い
く
と
い
う
︒
家
の
継
続
や
願
望
と
い
っ
た
世
俗
の
願
い

を
も
叶
え
る
神
と
し
て
現
れ
る
︒︻
１
︼
と
︻
５
︼
は
津
軽
家
と
の
関
わ
り
に
重
点

が
置
か
れ
︑
盛
季
以
来
︑「
一
天
静
謐
」
と
津
軽
家
の
「
武
運
長
久
」
を
祈
る
と
す

る
部
分
は
︑
ま
さ
に
「
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
る
」
ま
で
を
示
し
て
い
る
︒

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
が
︑
吉
田
神
道
の
要
素
は
全
く
な
い
︒
当
然
な
が
ら
裁
許

状
を
受
け
て
風
折
烏
帽
子
と
狩
衣
の
公
的
な
着
用
を
許
さ
れ
た
の
み
で
︑
吉
田
神

道
の
教
義
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
前
の
安
倍
氏
が
交
流
を
持
っ

た
伊
勢
や
『
神
祇
講
式
』
の
言
説
を
岩
木
山
信
仰
と
い
う
地
域
独
自
の
も
の
へ
と

読
み
替
え
︑
創
出
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

　

仲
満
は
︑
始
祖
常
陸
尉
盛
季
と
太
守
津
軽
為
信
と
の
密
な
関
係
を
説
き
︑
い
わ

ば
現
当
主
で
あ
る
津
軽
信
政
と
播
磨
守
仲
満
の
関
係
を
︑
社
家
と
領
主
の
始
祖
同

士
に
準
え
て
い
る
と
読
め
よ
う
︒
安
倍
氏
の
先
祖
は
︑
伝
説
化
し
た
盛
季
と
同
名
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の
「
勧
進
祢
宜
」
が
い
た
こ
と
が
確
か
で
あ
り
︑
天
正
期
の
常
陸
尉
が
盛
季
を
名

乗
り
︑
津
軽
氏
の
支
配
以
前
か
ら
住
む
津
軽
安
藤
氏
正
統
な
末
裔
を
称
し
︑
津
軽

氏
に
協
力
す
る
こ
と
で
︑
津
軽
為
信
直
々
に
下
居
宮
祀
官
を
任
じ
ら
れ
る
関
係
を

構
築
し
た
︒
天
正
年
間
と
い
う
時
代
か
ら
︑
天
正
一
七
年
の
火
災
と
無
関
係
で
は

な
い
だ
ろ
う
︒
事
実
と
し
て
為
信
以
降
︑
津
軽
氏
は
岩
木
山
信
仰
を
深
め
て
お
り
︑

慶
長
年
間
の
百
沢
寺
︑
下
居
宮
復
興
に
漕
ぎ
つ
け
た
︒
中
世
の
安
藤
氏
伝
承
を
用

い
た
政
治
的
駆
け
引
き
と
神
話
創
造
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
六
代
末
裔
に
当
た
る
仲
満
は
︑
吉
田
家
の
許
状
を
得
る
こ
と
で
社
家
と
し

て
最
新
の
地
位
を
早
く
に
手
に
入
れ
︑
岩
木
山
下
居
宮
を
伊
勢
か
ら
吉
田
支
配
に

移
行
さ
せ
る
と
い
う
︑
近
世
化
の
作
業
に
成
功
し
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
出
口
延

佳
の
神
道
説
や
『
神
祇
講
式
』
を
取
り
入
れ
る
こ
と
か
ら
︑「
上
一
人
よ
り
下
万

民
に
至
る
」
す
な
わ
ち
︑
藩
主
津
軽
家
か
ら
領
民
の
農
事
暦
に
至
る
「
蒼
生
の
守

護
神
」「
慈
悲
万
行
の
名
称
」「
本
朝
無
双
の
霊
神
」
と
し
て
の
岩
木
三
所
権
現
を

創
り
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
『
十
坊
縁
起
』
の
達
成
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
︑
本
稿
は
『
十
坊
縁
起
』
に
見
え
る
安
倍
仲
満
の
下
居
宮
縁
起
を
分
析
す

る
こ
と
か
ら
︑
研
究
が
進
ま
な
い
社
家
側
の
津
軽
岩
木
山
信
仰
の
世
界
に
つ
い
て

考
察
し
た
︒
そ
の
関
連
か
ら
近
世
前
期
の
岩
木
山
信
仰
と
そ
の
言
説
︑
さ
ら
に
岩

木
山
安
倍
氏
を
め
ぐ
る
中
世
末
か
ら
近
世
前
期
の
津
軽
安
藤
氏
伝
承
の
問
題
を
考

察
し
︑
そ
の
う
え
で
『
十
坊
縁
起
』
下
居
宮
縁
起
の
歴
史
的
意
義
を
論
じ
た
︒

　

残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
多
い
︒
岩
木
山
安
倍
氏
の
事
績
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多

い
︒
さ
ら
に
大
国
主
神
や
安
珠
姫
伝
承
な
ど
︑
神
道
化
す
る
近
世
後
期
の
岩
木
山

信
仰
と
『
十
坊
縁
起
』
の
関
係
は
︑
今
後
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑

津
軽
藩
に
お
け
る
下
居
宮
の
位
置
づ
け
な
ど
課
題
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ま
で
中
世
宗
教
史
は
︑
文
献
の
残
存
状
況
か
ら
中
央
や
畿
内
が
対
象
で
あ

っ
た
︒
し
か
し
岩
木
山
や
津
軽
の
文
献
群
は
︑
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
地

域
独
自
の
宗
教
文
化
像
を
描
く
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒

︹
注
︺

（
１
（ 青
森
︑
北
海
道
に
至
る
岩
木
山
の
信
仰
圏
と
習
俗
に
つ
い
て
は
︑
金
子
直
樹
「
岩

木
山
信
仰
の
空
間
構
造—

そ
の
信
仰
圏
を
中
心
と
し
て
」（『
人
文
地
理
』
第
四
九

巻
四
号
︑
一
九
九
七
年
（︑
同
「
岩
木
山
の
宗
教
景
観
に
つ
い
て—

模
擬
岩
木

山
・
末
社
・
石
碑
を
中
心
に
」（『
人
文
研
究
』
五
二
巻
四
号
︑
二
〇
〇
三
年
（︑
同

「
岩
木
山
信
仰
の
伝
播
に
つ
い
て—

主
に
信
仰
圏
の
背
景
と
北
海
道
へ
の
展
開
を

中
心
と
し
て
」（『E-journal GEO

』
一
一
巻
一
号
︑
二
〇
一
六
年
（
を
参
照
︒

（
２
（ 岸
本
英
夫
『
宗
教
現
象
の
諸
相
』（
要
書
房
︑
一
九
四
九
年
（︑
柳
川
啓
一
「
岩
木

山
ま
い
り
」（『
社
会
と
伝
承
』
二
巻
四
号
︑
一
九
五
八
年
（︑
池
上
広
正
「
山
岳
信

仰
の
諸
形
態
」（『
人
類
科
学
』
一
二
号
︑
一
九
六
〇
年
（︒
岸
本
は
︑
山
岳
信
仰
を

コ
モ
リ
型
・
マ
ツ
リ
型
・
ノ
ボ
リ
型
・
オ
ガ
ミ
型
に
類
型
し
︑
岩
木
山
を
「
御
山

参
詣
」
の
習
俗
か
ら
ノ
ボ
リ
型
の
代
表
例
と
位
置
づ
け
た
︒
一
方
で
池
上
は
仏
教

の
山
・
神
社
神
道
の
山
・
修
験
道
の
山
・
教
派
神
道
の
山
・
民
間
信
仰
の
山
と
い

う
類
型
で
分
類
し
た
が
︑
岩
木
山
は
五
分
類
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
︑
複

合
的
な
山
で
あ
る
と
し
た
︒

（
３
（ 宮
田
登
「
岩
木
山
信
仰—

そ
の
信
仰
圏
を
め
ぐ
っ
て
」（
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の

民
俗
』
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
〇
年
（
の
ち
に
『
山
と
里
の
信
仰
史
』（
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
九
三
年
（
所
収
︒

（
４
（ 和
歌
森
太
郎
「
岩
木
山
信
仰
と
津
軽
修
験
」（
戸
川
安
章
編
『
出
羽
三
山
と
東
北
修

験
の
研
究
』︿
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
５
﹀
名
著
出
版
︑
一
九
七
五
年
（︑
同
『
神

と
仏
の
間
』（
弘
文
堂
︑
一
九
七
五
年
（︒
近
世
津
軽
に
「
修
験
」
や
「
修
験
宗
」
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の
寺
院
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
︑「
津
軽
修
験
」
と
呼
べ
る
か
は
検
討
を

要
す
る
︒
田
中
秀
和
「
幕
藩
権
力
の
宗
教
支
配
と
修
験
道—

近
世
前
期
に
お
け
る

津
軽
藩
・
秋
田
藩
を
中
心
に
」（『
日
本
歴
史
』
第
五
四
二
号
︑
一
九
九
三
年
七
月
︑

の
ち
に
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
宗
教
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
︑
一
九
九
七
年
に

所
収
（
は
︑
津
軽
の
修
験
は
︑
室
町
期
に
安
藤
氏
や
曽
我
氏
が
熊
野
信
仰
を
導
入

し
た
の
に
対
し
︑
南
部
氏
の
支
配
以
降
は
本
山
派
が
台
頭
し
︑
や
が
て
津
軽
藩
の

宗
教
政
策
で
当
山
派
へ
転
派
さ
れ
た
歴
史
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
近
年
の

成
果
で
は
︑
小
山
隆
秀
「
岩
木
山
信
仰
形
成
に
お
け
る
宗
教
者
の
役
割
と
習
俗
の

変
化
」（『
青
森
県
史
研
究
』
第
八
号
︑
二
〇
〇
三
年
（
が
宮
田
や
和
歌
森
の
「
津

軽
修
験
」「
岩
木
山
修
験
」
と
い
う
見
方
を
批
判
し
︑
よ
り
実
態
に
即
し
た
近
世
中

後
期
に
お
け
る
百
澤
寺
や
十
坊
︑
下
居
宮
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
こ
う

し
た
地
域
社
会
の
実
態
と
具
体
的
な
身
分
︑
組
織
と
し
て
修
験
道
を
歴
史
的
に
再

検
討
す
る
動
き
が
︑
現
在
修
験
道
史
研
究
と
し
て
展
開
し
て
い
る
︒
時
枝
務
・
林

淳
・
長
谷
川
賢
二
編
『
修
験
道
史
入
門
』（
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
五
年
（
参
照
︒

（
５
（ 小
館
衷
三
「
岩
木
山
の
山
岳
信
仰
」（
月
光
善
光
編
『
東
北
霊
山
と
修
験
道
』︿
山

岳
宗
教
史
研
究
叢
書
７
﹀
名
著
出
版
︑
一
九
七
七
年
（︑
同
『
岩
木
山
信
仰
史
』

（
北
方
新
社
︑
一
九
八
〇
年
（︒

（
６
（ 池
上
良
正
「
岩
木
山
信
仰
の
近
世
的
淵
源—

宗
教
学
的
視
点
か
ら
の
一
考
察
」

（
長
谷
川
成
一
編
『
津
軽
藩
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
四
年
（︑
白

石
睦
弥
「
岩
木
山
信
仰
と
地
域
権
力—

硫
黄
山
出
火
を
中
心
に
」（『
弘
前
大
学
大

学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
五
号
︑
二
〇
〇
八
年
（︒

（
７
（ 星
優
也
「『
神
祇
講
式
』
の
流
布
と
展
開
」（『
鷹
陵
史
学
』
第
四
二
号
︑
二
〇
一
六

年
（︒

（
８
（ 『
青
森
県
史　

資
料
編　

中
世
２　

津
軽
氏
・
安
藤
氏
関
係
資
料
』（
青
森
県
史
編

さ
ん
委
員
会
︑
二
〇
〇
五
年
（
五
三
二
頁
︒

（
９
（ 前
掲
注
（
８
（
五
三
六
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
五
三
五
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
五
七
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
五
三
六
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
八
〇
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
五
〇
頁
︒

（
（（
（ 『
神
道
大
系　

神
社
編　

陸
奥
下
』
四
八
六
頁
︒

（
（（
（ 津
軽
の
安
寿
伝
承
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
︑
坂
口
昌
明
『
安
寿—

お
岩
木
様
一

代
記
奇
譚
』（
ぷ
ね
う
ま
舎
︑
二
〇
一
二
年
（
が
出
て
い
る
︒

（
（（
（ 源
行
定
は
︑『
北
畠
永
禄
日
記
』
に
は
「
南
部
御
先
祖
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
︑

系
図
上
確
認
が
で
き
な
い
名
前
で
あ
る
︒
安
倍
助
季
は
︑
藤
崎
城
安
藤
氏
の
別
系

で
あ
る
大
光
寺
城
の
安
藤
氏
で
あ
る
と
す
る
が
︑
実
態
は
不
明
で
あ
る
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
六
四
二
か
ら
六
四
五
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
九
七
頁
︒

（
（（
（ 斉
藤
利
男
・
小
山
彦
逸
「
藤
崎
城
と
そ
の
周
辺
」（
小
口
雅
史
編
『
津
軽
安
藤
氏
と

北
方
世
界
』
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
九
五
年
（
を
参
照
︒

（
（（
（ 『
秋
田
家
系
図
』
で
は
︑
安
倍
貞
任
の
遺
児
高
星
丸
が
藤
崎
に
逃
れ
︑
藤
崎
城
主

に
な
っ
た
と
す
る
︒
具
体
的
な
津
軽
藤
崎
と
安
藤
氏
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
遠

藤
巌
「
安
藤
氏
と
津
軽
の
世
界
」（
前
掲
注
（
（（
（
所
収
（
で
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 津
軽
安
藤
氏
に
つ
い
て
は
︑
佐
々
木
慶
市
「
中
世
の
津
軽
安
藤
氏
の
研
究
」（『
東

北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
紀
要
』
一
六
号
︑
一
九
八
四
年
（︑
遠
藤
巌
「
蝦
夷
安

東
氏
小
論
」（『
歴
史
評
論
』
四
三
四
号
︑
一
九
八
六
年
（︑
大
石
直
正
「
北
の
海
の

武
士
団
・
安
藤
氏
」（
網
野
善
彦
ほ
か
編
『
日
本
海
と
北
国
文
化
』︿
海
と
列
島
文

化
１
﹀
小
学
館
︑
一
九
九
〇
年
︑
の
ち
に
『
中
世
北
方
の
政
治
と
社
会
』
校
倉
書

房
︑
二
〇
一
〇
年
所
収
（︑
を
は
じ
め
︑
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
︒
小
口
雅
史

「
津
軽
安
藤
氏
の
歴
史
と
そ
の
研
究
」（
前
掲
注
（
（（
（
所
収
（
は
︑
九
〇
年
代
に

至
る
研
究
成
果
を
概
観
で
き
る
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
八
九
頁
︒

（
（（
（ 津
軽
大
乱
と
安
藤
氏
に
つ
い
て
は
︑
斉
藤
利
男
「
四
通
の
十
三
湊
安
藤
氏
相
伝
文

書
と
八
戸
南
部
氏
」（
藤
木
久
志
・
伊
藤
喜
良
編
『
奥
羽
か
ら
中
世
を
み
る
』
吉
川

弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
（
を
参
照
︒

（
（（
（ 安
日
伝
承
や
安
藤
氏
の
始
祖
認
識
に
つ
い
て
は
︑
入
間
田
宣
夫
「
中
世
北
奥
の
自

己
認
識—

安
東
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て—

」（
北
海
道
・
東
北
史
研
究
会
編
『
北
か

ら
の
日
本
史　

２
集
』
三
省
堂
︑
一
九
九
〇
年
︑
の
ち
に
『
中
世
武
士
団
の
自
己

認
識
』
三
弥
井
書
房
︑
一
九
九
八
年
所
収
（
同
「
津
軽
安
東
の
系
譜
と
第
六
天
魔



一
〇
六

津
軽
岩
木
山
信
仰
と
安
倍
氏
（
星　

優
也
（

王
伝
説
」（
同
書
所
収
（
を
参
照
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
一
四
五
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
一
七
四
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
一
九
六
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
一
三
二
頁
︒

（
（（
（ 『
史
料
纂
集 
古
文
書
編 

１
熊
野
那
智
大
社
文
書 

第
一 

米
良
文
書 

１
』（
続
群

書
類
従
完
成
会
︑
一
九
七
一
年
（︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
二
一
六
～
二
一
七
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
七
八
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
八
〇
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
四
八
一
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
五
〇
〇
頁
︒

（
（（
（ 『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家
譜
』
に
お
け
る
「
長
髄
百
代
之
後
胤
」
言
説
に
つ
い
て
は
︑

平
川
新
「
系
譜
認
識
と
境
界
権
力—

津
軽
安
東
の
遠
祖
伝
承
と
百
王
説
」（『
歴
史

学
研
究
』
六
四
七
号
︑
一
九
九
三
年
七
月
（
で
百
王
説
と
の
関
係
を
論
じ
︑
こ
れ

に
対
し
て
秦
野
裕
介
「
津
軽
安
東
氏
に
お
け
る
「
長
髄
百
代
後
胤
」
観
の
形
成
に

つ
い
て
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
〇
〇
三
年
度
四
号
︑
二
〇
〇
四
年
（︑

永
井
隆
之
「
中
近
世
移
行
期
の
系
譜
認
識
に
み
ら
れ
る
神
と
王—

神
・
王
の
社
会

的
必
要
性
」（
永
井
隆
之
・
片
岡
耕
平
・
渡
邊
俊
編
『
カ
ミ
と
王
の
呪
縛
』︿
日
本

中
世
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
３
﹀
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
三
年
（
で
再
検
討
を
行
っ
て
い

る
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
８
（
五
四
五
～
五
五
二
頁
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
（（
（
四
八
五
頁
︒

（
（（
（ 西
垣
晴
次
「
第
１
章　

神
社
祭
祀
」（
和
歌
森
太
郎
編
『
津
軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
七
〇
年
（︑
篠
村
正
雄
「
津
軽
藩
に
お
け
る
神
職
の
官
職
受
領
に
つ
い

て
」（
長
谷
川
成
一
編
『
北
方
地
域
史
の
研
究
』
名
著
出
版
︑
一
九
八
八
年
（︒
篠

村
論
文
は
︑
西
垣
論
文
を
批
判
的
に
展
開
さ
せ
た
成
果
で
あ
る
︒

（
（（
（ 小
館
衷
三
「
津
軽
信
政
と
吉
川
神
道
」（『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
二
三
号
︑
一
九

六
〇
年
（︒

（
（（
（ 『
神
道
大
系　

論
説
編　

伊
勢
神
道
下
』（
一
九
八
二
年
（︒

（
（（
（ 出
口
延
佳
の
「
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
る
」
神
道
説
に
つ
い
て
︑
斎
藤
英
喜
は

「
ま
さ
に
近
世
社
会
に
開
か
れ
た
世
俗
化
し
た
神
道
の
世
界
」「
通
俗
道
徳
の
世
界

と
神
道
が
ド
ッ
ツ
キ
ン
グ
す
る
発
想
」
と
評
価
し
て
い
る
︒『
古
事
記
は
い
か
に

読
ま
れ
て
き
た
か
』（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
（︒
具
体
的
な
近
世
伊
勢
の
神

道
説
の
地
域
的
展
開
は
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
同
「
読
み
替
え
ら
れ
た
伊
勢
神

宮—

出
口
延
佳
・
本
居
宣
長
を
中
心
に
」（
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
編
『
変
容
す
る

聖
地　

伊
勢
』
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
（
も
参
照
︒
ま
た
︑
近
世
社
会
に
対

応
し
た
神
話
創
出
と
し
て
縁
起
を
捉
え
る
課
題
が
あ
る
︒
山
下
久
夫
は
︑
地
域
意

識
を
創
る
近
世
独
自
の
古
代
認
識
を
「
近
世
神
話
」
と
し
て
見
る
︒
山
下
久
夫

「
宣
長
『
古
事
記
伝
』
と
重
胤
『
日
本
書
紀
伝
』—

起
源
神
話
の
創
造
と
し
て—

」

（
斎
藤
英
喜
共
編
『
日
本
書
紀
一
三
〇
〇
年
史
を
問
う
』
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
二

〇
年
（
参
照
︒

（
（（
（ 岡
田
莊
司
「『
神
祇
講
式
』
の
基
礎
的
考
察
」（『
大
倉
山
論
集
』
四
七
輯
︑
二
〇
〇

〇
年
（︑
佐
藤
眞
人
「
貞
慶
『
神
祇
講
式
』
と
中
世
神
道
説
」（『
東
洋
の
宗
教
と
思

想
』
一
八
號
︑
二
〇
〇
〇
年
（︒

（
（（
（ 森
山
泰
太
郎
『
津
軽
の
民
俗
』（
陸
奥
新
報
社
︑
一
九
六
五
年
（︒

︹
付
記
︺

　

本
稿
は
︑
第
七
二
回
大
学
寺
子
屋
例
会
（
於
︑
北
区
い
き
い
き
活
動
セ
ン
タ
ー
︑

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
六
日
（
の
口
頭
報
告
を
大
幅
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
︒

田
中
聡
先
生
（
立
命
館
大
学
教
授
（
を
は
じ
め
︑
御
意
見
を
頂
き
ま
し
た
参
加
者

の
皆
さ
ま
に
感
謝
い
た
し
ま
す
︒

 

（
ほ
し　

ゆ
う
や　

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
（

 

二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
受
理


