
意

地

て〉

し、

iζ 

て

阿
部
弥
一
右
衛
門
の
ば
あ
い

従
来
『
阿
部
一
族
』
は
、
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
と
は
対
照
的
に
、
近
代
抵
抗
精

神
の
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
描
い
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

乙
の
二
作
品
の
対
照
的
性
格
を
、
最
も
明
確
に
図
式
化
し
て
見
せ
た
の
は
、
高
橋
義
割
ず

あ
る
。
彼
は
、
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
の
中
心
主
題
が
「
自
己
没
却
・
反
個
人
的
・

中
世
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
阿
部
一
族
』
の
そ
れ
は
、
「
自
己
主
張
・
個
人
主
義
・
近

代
的
」
で
あ
る
、
と
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
興
津
』
的
作
品
群
の
主
人
公
た
ち
は
「

い
ず
れ
も
自
己
の
上
に
存
在
す
る
何
か
大
き
な
も
の
〈
運
命
と
か
忠
義
と
か
義
務
と
か
国
と

か
〉
に
自
分
の
心
身
を
委
ね
き
っ
て
、
か
り
そ
め
に
も
己
れ
を
主
張
し
異
を
立
て
る
よ
う
な

こ
と
が
な
い
」
の
に
対
し
、
『
阿
部
一
族
』
的
作
品
群
の
主
人
公
た
ち
は
、
「
討
た
れ
る
阿

部
弥
一
右
衛
門
の
『
だ
が
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
』
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
」
よ

う
に
、
「
み
な
一
身
の
利
害
得
喪
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
自
分
と
い
う
も
の
を
強
く
主
張

す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
だ
が
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
」
と
い
う
言
葉
を
根
拠
に

し
て
、
阿
部
弥
一
右
衛
門
の
人
間
像
を
、
「
近
代
的
」
で
あ
る
と
断
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

は
た
し
て
、
鴎
外
は
そ
の
よ
う
に
錨
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
「
己
は
己
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う
い
う
場
面
で
、
ま
た
、
ど
う
い
う
心
情

に
お
い
て
、
発
せ
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
前
後
の
行
動
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
諸
点
か
ら
、
乙
の
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

藤

千

鶴

子

本

ま
ず
、
こ
の
言
葉
を
発
し
た
場
面
は
、
阿
部
弥
一
右
衛
門
が
殉
死
を
何
度
額
つ
で
も
許
し

を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
主
君
忠
利
が
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
殉
死
ぞ
伺
度
も
願
い
出
る
の

は
、
第
一
義
的
に
考
え
る
と
、
「
自
己
没
却
・
反
個
人
主
義
・
中
世
的
」
な
あ
り
万
で
あ
る
。

ま
た
、
「
だ
が
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
」
に
続
く
の
は
、
「
武
士
は
妾
と
は
違
ふ
。
主
の

気
に
入
ら
ぬ
か
ら
と
云
っ
て
、
立
場
が
無
く
な
る
筈
は
無
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
「
だ

が
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
」
と
い
う
自
信
を
支
え
て
い
る
の
は
、
「
立
場
」
が
あ
る
、
武
士

の
面
白
が
立
つ
と
い
う
安
心
感
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
識
に
支
え
ら
れ
た
「
己
は
己
だ
」
と

い
う
言
葉
を
、
「
近
代
的
」
だ
と
す
る
の
は
、
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
か
に
も

「
立
場
」
に
未
練
が
ま
し
い
、
二
股
的
な
自
我
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
「
武
士
は
妾
と

は
違
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
武
士
」
と
い
う
身
分
に
対
す
る
自
敬
の
意
識
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
近
代
」
性
と
は
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
の
ち
の
行
動
と
比
較
し
て
見
る
と
、
「
己
は
己
だ
」
と
言
っ
て
生
き
の

び
て
、
わ
ず
か
一
箇
月
半
余
の
後
、
急
嘩
切
腹
し
て
果
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
動
機
は
、

「
命
を
惜
む
男
」
と
い
う
悪
口
が
耳
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
命
を
惜
し
ま
伝
い
の
に
命

を
惜
し
む
男
だ
と
誤
解
さ
れ
、
そ
れ
を
不
当
な
侮
辱
と
し
、
雪
辱
の
た
め
に
死
ん
で
克
せ
る

の
は
、
中
世
的
な
感
覚
で
あ
る
。

も
し
、
「
己
は
己
だ
」
と
い
う
言
葉
を
「
近
代
的
」
だ
と
し
、
殉
死
の
願
い
出
と
切
腹
と

を
「
申
世
的
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
弥
一
右
衛
門
の
三
つ
の
行
動
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ
ず
か
一
箇
月
半
余
の
聞
の
弥
一
右
衛
門
の
一
連
の
行
動
で
あ
る
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三
つ
の
行
動
を
統
一
す
る
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
に
、
唐
木
順
三
、
長
谷
川
泉
、
岩
上
順
一
、
稲
垣
達
郎
な
ど
の
諸

説
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
阿
部
弥
一
右
衛
門
は
自
己
を
主
張
し
て
殉
死
に
抵
抗
す
る
け
れ
ど

も
、
酷
薄
な
封
建
倫
理
に
よ
っ
て
結
局
は
破
滅
さ
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
高
橋
義
孝
の
「
自
己
主
張
・
個
人
主
義
・
近
代
的
」
と
い
う
論
の
同
一
線
上
に

お
い
て
、
時
代
的
制
約
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
2戸
、

そ
の
う
ち
、
唐
木
順
三
の
論
カ
わ
も
し
ろ
し
の
で
と
り
出
し
て
み
る
と
、
「
歴
史
と
社
会

の
必
然
的
制
約
は
動
か
し
得
伝
い
b

で
は
、
こ
の
動
か
し
得
泣
い
も
の
の
前
に
、
な
ほ
人
聞

が
頭
を
垂
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
鴎
外
は
そ
れ
を
こ
こ
で
は
『
意
地
』
と
見
た
。

意
地
が
必
然
に
抗
す
る
。
意
地
が
敵
を
生
む
。
然
し
必
然
の
前
に
立
つ
意
地
は
所
詮
運
命
の

裁
き
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
意
地
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
阿

部
弥
一
右
衛
門
の
行
動
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
点
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
鴎
外
は
、
意
地
と
い
う
語
を
、
『
阿
部
一
族
』
の
申
で
、
弥
一
右
衛
門
の
行
動
を
説

明
す
る
の
に
二
度
使
っ
て
お
り
、
単
行
本
の
名
を
『
意
地
』
と
し
、
他
に
、
そ
の
中
の
『
佐

橋
甚
五
郎
』
に
つ
い
て
、
広
告
文
で
「
意
地
強
き
す
ね
者
」
と
自
ら
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
四
例
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
作
品
の
性
格
を
総
括
的
に
説
明
す
る
重
要
な
例

ば
か
り
で
あ
る
乙
と
を
考
え
る
と
、
「
意
地
」
と
い
う
観
点
か
ら
弥
一
右
衛
門
解
明
を
試
み

る
の
は
、
有
効
な
万
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
意
地
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
問
題
が

残
さ
れ
て
い
る
。
弥
一
右
衛
門
が
意
地
で
切
腹
す
る
の
を
、
「
歴
史
と
社
会
の
必
然
的
制
約

」
で
あ
る
殉
死
に
抗
し
た
た
め
K
裁
か
れ
る
の
だ
、
と
解
釈
し
て
済
ま
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
殉
死
は
、
は
た
し
て
必
然
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
間
閑
却
さ
れ

て
来
た
、
弥
一
右
衛
門
の
主
体
の
側
に
も
、
彼
の
切
腹
の
原
因
が
あ
る
の
で
は
ぽ
い
か
と
考

え
る
。

か
ら
、た

と
え
ば
、
の
ち
に
書
か
れ
る
栗
山
大
膳
は
、
「
大
事
業
大
忠
節
」
(
『
葉
隠
』
〉
と
い

う
大
義
を
支
え
に
し
て
い
る
か
ら
、
当
座
の
世
門
の
悪
評
に
は
動
じ
な
い
。
こ
れ
と
く
ら
べ

て
み
る
と
、
弥
一
右
衛
門
が
、
世
間
の
い
い
な
り
に
な
っ
て
死
を
急
い
だ
の
は
、

俗
流
の
非

難
を
越
え
る
よ
う
な
確
固
と
し
た
理
念
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
は
伝
い
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
推
察
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
体
の
思
想
の
問
題
が
、
生
死
の
選
回
れ
の
原
因
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
弥
一
右
衛
門
が
切
腹
す
る
の
ほ
、
資
質
に

も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鴎
外
の
歴
史
小
説
の
諸
人
物
の
中
に
は
、
山
本
字
平
の
よ
う

な
近
代
的
合
理
主
義
を
代
表
す
る
人
物
、
畑
十
太
夫
の
よ
う
伝
臆
病
者
、
佐
僑
甚
五
郎
の
よ

う
な
功
利
的
打
算
的
人
物
な
ど
が
あ
り
、
彼
ら
は
み
な
、
恥
辱
に
対
し
て
鈍
感
で
あ
る
。
そ

れ
に
く
ら
べ
て
、
弥
一
右
衛
門
は
、
屈
辱
に
対
し
て
神
経
質
な
く
ら
い
敏
感
に
反
応
す
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
俗
流
の
非
難
を
越
え
る
よ
う
な
思
想
が
欠
除
し
て
い
る
こ
と
と
、

恥
辱
に
対
す
る
神
経
質
さ
と
が
、
弥
一
右
衛
門
に
死
を
選
ぶ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。
「
提
」
に
よ
っ
て
、
人
聞
が
受
動
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
行
く
面
だ
け
で
な

く
、
主
体
の
思
想
と
資
質
が
原
因
で

Y

能
動
的
に
死
へ
向
っ
て
突
進
し
て
行
く
一
聞
が
あ
る
の

で
は
h

古
か
ろ
う
か
。
抵
抗
そ
し
て
破
滅
と
い
う
よ
う
な
、
近
代
的
解
釈
と
は
別
の
、
当
時
の

武
士
の
倫
理
親
か
ら
迫
る
読
み
万
が
、
必
要
h
も
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
で
、
審
木
順
三
は
、

-
A
叩
を
惜
ま
ず
、
名
を
惜
む
侍
が
、
慢
雑
公
政

治
と
葛
藤
の
中
で
示
す
も
の
は
、
ま
づ
意
地
で
あ
ら
う
。
そ
の
意
地
へ
寛
永
一
十
八
年
頃
の
意

地
)
を
元
亀
天
正
的
な
人
物
へ
柄
本
又
七
郎
)
に
よ
っ
て
批
判
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
一
と

言
っ
て
い
る
。

E
Y
)

ア
}
ヲ
つ
明
、
、
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『
武
道
初
心
集
』
『
葉
隠
』
を
は
い
J

め
、
津
田
左
右
士
口
、
古

川
哲
史
な
ど
の
見
解
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
一
冗
亀
天
正
の
頃
の
武
士
の
気
風
と
、

寛
永
十
八
年
頃
の
武
士
の
気
風
と
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
二
つ
の
時
代
の
、
名
を
惜
し
む
内
容
と
意
地
の
内
容
と
が
、
共
に
明
ら
か
に
異

質
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
は
少
廿
無
理
の
よ
う
で
あ
る
。
鴎
外
自
身
は
、
法
た
し
て
、
一
花
亀

天
正
的
な
意
地
を
代
表
す
る
柄
本
又
七
郎
に
よ
っ
て
寛
永
十
八
年
頃
の
意
地
を
代
表
す
る
弥

一
右
衛
門
を
批
判
さ
せ
る
よ
う
に
措
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
斉
藤
茂
吉
は
、
「
当
時
(
寛
永
十
八
年
頃
〉
の
武
士
階
級
を
支
配
し
て
ゐ
た
一
つ

の
道
徳
(
武
士
道
〉
は
、
窮
屈
で
通
達
せ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
、
『
意
地
』
で

統
一
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
西
鶴
な
と
も
、

『
甲
陽
軍
鑑
』



「
人
に
は
意
地
と
云
ふ
事
あ
り
て
、
年
領
互
に
武
を
争
ひ
け
る
』
と
い
ひ
あ
ら
は
し
て
ゐ
る

程
だ
か
ら
、
敢
て
鴎
外
の
新
説
と
い
ふ
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
現
代
に
生
か
し
た
と
こ

ろ
に
見
識
が
見
え
て
ゐ
る
。
『
弥
一
右
衛
門
は
意
地
ば
か
り
で
奉
公
し
て
行
く
や
う
に
な

っ
て
ゐ
る
』
(
阿
部
一
族
〉
は
、
普
通
の
現
代
生
活
に
も
あ
り
得
る
こ
と
だ
が
、
当
代
の
武

〈

3
U

士
の
謂
ふ
意
味
の
、
『
意
地
』
で
は
無
く
な
っ
て
る
る
」
と
書
い
て
い
る
。

私
は
、
こ
の
文
章
を
、
多
く
の
問
題
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
興
味
深
く
読

ん
だ
。
こ
れ
は
、
弥
一
右
衛
門
の
意
地
を
、
寛
永
十
八
年
頃
の
意
味
で
は
な
く
、
現
代
的
な

意
味
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
は
た
し
て
、
そ
う
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
乙
れ
も

検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
武
士
の
意
地
と
、
現
代
使
わ
れ
て
い
る
意
地

の
意
味
と
、
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
も
う
一
押
し
深
く
追
求
す
る
な

ら
ば
、
阿
部
弥
一
右
衛
門
の
意
地
も
、
あ
る
程
度
解
明
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
次
に
は
、

以
上
あ
げ
た
よ
う
な
諸
点
を
主
と
し
検
討
し
て
み
た
い
。

『
大
言
海
』
は
、
「
意
地
」
の
語
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

H
v
y
コン

付
〔
地
ハ
存
在
ス
ル
ト
コ
ロ
ヲ
云
フ
〕
コ
コ
ロ
ネ
。
心
根
。
意
思
。

同
〔
前
条
ノ
語
ヲ
発
動
セ
シ
メ
テ
云
フ
ナ
ラ
ム
。
意
地
を
張
る
(
い
ぢ
y
ば
り
)
ナ
ド

云
フ
意
ヲ
含
メ
テ
解
ス
ベ
シ
。
転
ジ
テ
、
意
地
が
わ
る
い
(
い
ぢ
わ
る
〉
ノ
意
ニ
モ
移

ル
。
意
気
張
、
意
気
地
ナ
ド
云
フ
モ
、
コ
レ
ヨ
リ
出
デ
安
ル
語
ナ
リ
ト
思
ハ
ル
。
〕
我

意
ヲ
張
リ
ト
ホ
ス
心
。
抗
敵
気
。

付
は
、
肯
定
否
定
の
価
値
評
価
を
含
ま
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
音
は
、
こ
の
意
地

が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
も
の
と
し
て
多
く
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
で
は
、

「
意
地
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
良
い
意
味
で
使
う
用
語
法
が
少
な
く
な
っ
て
、

懇
い
意
味
で
使
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
∞
の
争
気
の
意
味
に
属
す
る
も
の
に
、
現
在
、

「
意
地
を
張
る
」
「
意
地
を
通
す
」
「
意
地
づ
く
で
す
る
」
「
意
地
に
な
る
」
「
男
の
意
地

に
か
か
わ
る
」
な
ど
の
使
い
万
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
争
気
が
強
く
て
無
茶
を
通
す
と
か
、

体
面
と
か
世
間
体
の
た
め
に
人
を
突
き
の
け
て
徹
底
さ
せ
る
ま
で
我
意
を
言
い
つ
の
り
レ
つ

の
る
も
の
で
、
非
難
す
べ
き
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
意
地
が
き
た
な
い
」
の
意
地

は
パ
門
の
意
味
で
あ
る
が
、
飲
食
や
物
を
貧
る
乙
と
を
言
い
、
中
世
の
よ
う
タ
気
骨
が
な
い
と

い
う
意
味
に
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
裏
返
し
て
言
え
ば
、
現
代
で
は
一

意
地
を
通
す
」
「
意
地
が
あ
る
」
な
ど
を
操
守
が
か
た
く
気
節
が
あ
る
乙
と
と
し
て
肯
定

的
評
価
を
し
な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
「
近
代
的
自
己
主
張
」
と
比
較
す
る
と
、

意
地
は
対
立
理
論
を
認
め
伝
い
で
あ
く
ま
で
我
意
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
絶
対
的
・
中
世

的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
己
主
張
は
、
個
の
尊
厳
に
立
っ
て
対
立
理
論
も
認
め
る
と

い
う
相
対
的
・
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
現
代
、
意
地
が
否
定
的
に
使
わ
れ
る

一
の
も
、
不
合
理
と
む
り
や
り
な
統
一
を
嫌
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
『
阿
部
一
族
』
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
寛
永
十
八
年
頃
の
武
士
の
意
地
と
は
、

ど
う
い
う
意
味
あ
い
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
移
ろ
う
。

当
時
の
武
士
の
意
地
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
巻
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
が
、

日
本
倫
理
思
惣
史
の
方
面
に
あ
れ
ば
便
利
な
の
で
あ
る
が
、
あ
い
に
く
そ
う
い
う
も
の
は
見

あ
た
ら
ぽ
い
。
だ
が
、
昔
か
ら
今
日
ま
で
の
多
く
の
人
々
の
「
武
士
道
」
の
説
明
の
中
に
、

「
意
地
」
と
い
う
語
が
か
な
り
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
文
に
よ
っ
て
、
寛
永
十
八
年
頃
の
武
士
の
気
風
は
、
唐
木
順
三

の
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
戒
律
化
し
た
徳
川
時
代
の
気
風
が
既
に
現
わ
れ
て
い

た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
戦
国
時
代
(
元
亀
天
正
前
後
〉
の
気
風
の
引
き
続
、
き
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
行
こ
う
。

当
時
の
書
物
と
し
て
は
、
「
武
道
初
心
集
』
に
、
「
五
六
十
年
以
前
(
明
暦
・
万
治
・
寛

文
の
頃
を
さ
す
。
こ
れ
は
寛
永
一
十
八
年
よ
り
も
十
五
な
い
し
二
十
五
年
後
〉
ま
で
は
・
・
・
・
武

士
の
古
風
残
り
」
、
『
葉
隠
』
に
、
『
五
六
十
年
以
前
(
向
上
)
迄
の
士
は
・
・
・
・
今
日
討
死

ノ
¥
と
必
死
の
覚
悟
を
極
め
一
「
五
十
年
以
来
男
の
脈
が
女
の
脈
と
同
じ
物
に
な
り
申
し
候

0

・
・
・
・
さ
て
は
世
が
末
に
な
り
、
男
の
気
お
と
ろ
へ
、
女
間
前
に
伝
り
候
事
と
↑
仔
じ
候
。
」
と

あ
り
、
ま
た
、
の
ち
の
研
究
と
し
て
は
、
津
田
左
右
吉
が
「
政
治
上
に
於
い
て
徳
川
氏
の
権

力
の
全
く
固
ま
り
、
幕
府
政
治
の
移
一
頓
し
た
寛
永
時
代
ま
で
は
、
文
化
に
於
い
て
も
ま
た
概
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し
て
戦
国
時
代
の
引
き
続
き
と
い
っ
て
よ
か
ら
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
な
ど
に
よ
れ
ば
、

寛
永
十
八
年
頃
の
武
士
の
気
風
は
、
一
応
、
戦
国
時
代
の
引
き
続
き
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
武
士
道
」
と
い
う
語
は
、
戦
国
時
代
の
武
士
の
気
風
を
き
一
口
う

も
の
で
、
そ
の
特
徴
は
、
「
結
果
の
如
何
を
問
わ
ず
た
だ
ひ
た
す
ら
動
機
の
純
粋
を
生
命
と

門

5
)

す
ん
る
」
(
古
川
哲
史
)
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
山
鹿
素
行
(
『
山
鹿
語
類
』
中
の
「
士

道
』
寛
支
三
年
〉
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
「
士
道
」
の
、
戒
律
的
・
結
果
主
義
的
性
格
の
気

風
と
は
、
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
武
士
道
」
は
精
神
の
自
律
立
法
的
性
格
を
持

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
(
古
川
哲
史
〉
。
そ
う
す
る
と
、
弥
一
右
衛
門
の
切
腹
の
原
因
を
、
「

門

6
〉

自
ら
進
ん
で
形
骸
的
倫
理
の
判
断
に
故
意
に
従
ひ
」
(
岩
上
順
一
)
、
「
酷
薄
な
封
建
モ
ラ

ι
m
v
b
b
ι
」
「
一
種
の
『
白
熱
』

mv
暴
か
」
〈

dr垣
達
郎
)
、
「
歴
史
と
社
会
の
必
然
的

制
約
」
(
唐
木
順
三
)
な
ど
に
求
め
る
の
は
、
無
理
が
あ
ろ
う
。

寛
永
十
八
年
頃
の
武
士
の
気
風
が
、
「
武
士
道
」
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
武
士
道
」
を
説

明
し
た
、
当
時
の
書
物
と
し
て
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
『
武
道
初
心
集
』
「
葉
隠
』
、
の
ち
の
研

究
と
し
て
は
、
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
(
津
田
左
右
吉
)
『
日
本

倫
理
思
想
史
』
(
和
辻
哲
郎
〉
『
武
士
道
の
思
想
と
そ
の
局
辺
』
(
古
川
哲
史
〉
な
ど
の
中

に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
意
地
」
の
用
例
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
武
士
の
「
意

地
」
を
規
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

v
yコ
γ

『
葉
隠
』
を
除
い
て
、
他
の
六
書
は
、
『
大
言
海
』
の
「

H
コ
コ
ロ
ネ
、
心
根
、
意
思
」

の
意
味
に
含
ま
れ
る
べ
き
、
武
士
と
し
て
あ
る
べ
き
心
構
え
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
武
士
の
意
地
」
と
い
う
語
を
、
「
武
士
の
正
義
」
「
武
士
の
本
意
」
と
も
言
い

か
え
、
「
百
姓
町
人
の
意
地
ゐ
ひ
」
「
夫
人
足
に
等
し
き
様
子
」
(
以
上
『
武
道
初
心
集
』
)

「
私
の
意
地
」
「
女
ら
し
い
摘
み
の
情
」
(
以
上
和
辻
哲
郎
〉
な
ど
に
反
立
す
る
心
構
え
で

あ
っ
て
、
価
値
ゐ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
の
価
値
あ
る
「
意
地
」
の
内
容
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。

「
主
従
関
係
と
独
立
に
身
命
を
借
し
ま
な
い
潔
さ
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
こ
と
」
「
正
直

・
慈
悲
・
智
慧
の
理
想
を
、
個
人
の
心
構
え
や
気
組
み
の
中
に
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
自
敬
の

道
徳
、
高
貴
性
の
道
徳
」
(
和
辻
哲
郎
〉
と
す
る
立
場
と
、
「
忠
義
勇
」

(
古
川
哲
史
)
と

す
る
立
場
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
従
関
係
か
ら
独
立
し
た
意
地
を
尊
ぶ
気
風
と
、
主
従

関
係
を
最
上
位
に
置
い
て
「
私
の
意
地
」
を
下
位
に
置
く
意
地
を
尊
ぶ
気
風
と
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
『
武
道
初
心
集
』
の
中
で
も
併
存
し
て
い
る
。

し
か
し
、
数
か
ら
言
え
ば
、
主
従
関
係
か
ら
独
立
し
た
意
地
を
内
容
と
す
る
も
の
が
絶
対
多

数
で
あ
る
。
享
保
頃
の
執
筆
と
さ
れ
て
い
る
『
武
道
初
心
集
』
に
お
い
で
さ
え
、
十
六
対
六

の
割
で
、
主
従
関
係
か
ら
独
立
し
た
意
地
を
多
く
述
べ
て
い
る
。

「
悉
く
無
心
懸
け
に
て
、
臆
意
は
鈍
く
て
、
い
か
に
も
口
さ
き
無
穿
撃
に
て
、
愚
田
県
々
々

に
物
を
い
ひ
、
一
段
が
さ
つ
に
て
、
き
れ
た
る
意
地
少
し
も
な
く
」
「
意
地
き
た
な
く
な
り
、

人
を
ぬ
か
ん
と
存
ず
る
」
(
『
甲
陽
軍
鑑
』
)
「
人
の
相
談
相
手
に
彼
頼
た
る
甲
斐
も
往

き
仕
合
畢
寛
不
頼
母
敷
意
地
よ
り
お
こ
る
不
届
也
」
「
請
口
に
ぶ
く
不
肖
々
々
の
様
子
に
み

ゆ
る
は
意
地
の
き
た
な
き
共
申
き
れ
は
な
れ
の
な
き
共
申
也
」
(
『
武
道
初
心
集
』
)
な
ど

と
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
意
地
の
な
い
こ
と
、
意
地
き
た
な
い
こ
と
を
非
難
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
裏
返
し
て
見
る
と
、
権
勢
や
利
欲
に
対
す
る
悟
淡
さ
、
義
・
信
・
決
断
力
・

勇
を
重
ん
ず
る
こ
と
な
ど
を
、
武
士
の
意
地
の
理
想
と
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
「
武
士
道
は

剛
強
の
意
地
あ
る
を
第
一
と
仕
る
」
(
『
武
道
初
心
集
』
)
な
ど
の
、
意
地
あ
る
こ
と
を
肯

定
的
価
値
的
に
述
べ
た
例
も
少
数
あ
る
。
(
意
地
と
い
う
語
を
使
わ
な
い
で
意
地
を
述
べ
た

も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
だ
け
を
武
士
の
意
地
の
内
容
だ
と
す
る
の
は
危
険
で

あ
ろ
う
。
)

- 24ー

津
田
左
右
土
ロ
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
網
羅
的
に
述
べ
て
い
る
。
「
戦
闘
が
彼
ら
に
敢
為
と
忍

耐
と
を
教
へ
、
死
を
怖
れ
ざ
る
勇
猛
心
と
死
を
見
て
帰
す
る
が
如
き
安
心
と
を
与
へ
、
強
者

広
屈
せ
ず
弱
者
を
侮
ら
ず
、
権
勢
と
利
益
に
惑
は
き
れ
ず
、
友
を
愛
し
人
を
慈
み
、
信
義
を

守
り
礼
節
を
重
ん
ず
る
気
風
を
養
は
せ
た
の
で
あ
る
。
武
士
の
意
気
地
と
い
ふ
の
も
武
士
の

義
理
と
い
ふ
の
も
や
は
り
此
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
或
は
そ
れ
を
意
志
の
側
か
ら
見
、
或
は
そ

れ
を
理
性
の
側
か
ら
い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
」

こ
れ
ら
の
「
武
士
の
意
地
」
の
理
想
が
内
容
と
し
て
重
ん
じ
て
い
る
気
風
自
体
に
つ
い
て

は
、
み
な
、
価
値
的
な
評
価
で
一
致
し
て
い
る
が
、
意
地
の
発
動
地
盤
の
問
題
と
な
る
と
、

そ
れ
を
他
律
的
な
も
の
だ
と
す
る
津
田
は
、
否
定
的
な
評
価
を
し
、
自
律
的
な
も
の
だ
と
す



る
和
辻
は
、
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。

津
田
は
、
「
武
士
の
命
を
棄
つ
る
は
名
を
借
み
世
の
瑚
弄
を
恥
づ
る
放
な
り
」

記
』
〉
を
引
い
て
、
戦
国
武
士
の
意
地
の
発
動
基
盤
は
、
「
世
間
体
」
「
体
面
」
で
あ
る
と

し
、
そ
れ
は
「
不
純
」
「
矯
飾
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
和
辻
は
、
「
世
間
が
自
分
を
臆
病
者
と
見
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
自
分

が
お
の
れ
自
身
を
臆
病
者
と
感
じ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
・
・
・
・
自
分
は
そ
の
堪
忍
に
お
い

て
、
命
を
惜
む
意
地
ぎ
た
伝
さ
や
卑
し
さ
を
感
ず
る
。
自
分
は
そ
う
い
う
お
の
れ
自
身
を
許

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
自
分
は
、
お
の
れ
が
死
を
怖
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
の
れ

の
面
白
は
お
の
れ
の
命
よ
り
も
貴
い
と
い
う
こ
と
を
、
お
の
れ
自
身
の
前
に
は
っ
き
り
と
示

し
た
い
の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
、
「
自
敬
の
念
の
満
足
の
み
を
め
ざ
し
て
い
る
」
、
「
高

貴
性
の
道
徳
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

意
地
の
発
動
地
盤
に
は
、
人
の
資
質
の
多
様
性
や
時
代
性
か
ら
考
え
て
、
む
し
ろ
こ
の
荷

方
の
傾
向
が
混
在
し
て
い
た
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。

内
藤
長
十
郎
の
「
人
が
自
分
を
殉
死
す
る
筈
の
も
の
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
か
ら
、

自
分
は
淘
死
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
、
人
に
す
が
っ
て
死
の
万
向
へ
進
ん
で
行
く
や

う
な
心
持
」
は
、
津
田
の
い
う
、
世
間
体
を
行
動
の
決
定
基
準
と
す
る
「
不
純
」
な
も
の
と

い
う
論
で
、
ス
ム
ー
ス
に
説
明
で
き
る
。
鴎
外
も
「
弱
み
」
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
弥
一
右

衛
門
の
切
腹
の
動
機
は
、
和
辻
の
い
う
「
自
敬
の
念
の
満
足
」
と
い
う
論
に
よ
っ
て
解
釈
す

れ
ば
、
う
ま
く
説
明
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ザ
後
に
述
べ
る
。

次
に
、
主
従
関
係
を
最
上
位
に
置
き
、
「
私
の
意
地
」
を
下
位
に
置
く
こ
と
を
「
武
士
の

意
地
」
の
内
容
と
す
る
も
の
を
見
ょ
う
。

「
是
非
一
度
は
大
功
を
立
ん
と
思
ふ
と
と
く
の
意
地
有
之
」
「
不
勇
者
と
申
は
主
君
を
も

親
を
も
上
ベ
斗
に
う
や
ま
ふ
ふ
り
を
致
し
信
賞
に
大
切
と
寄
る
意
地
も
な
し
」
「
忠
義
の
道

を
も
能
弁
へ
る
を
意
地
あ
る
武
士
」
「
意
地
む
さ
き
動
方
を
仕
る
と
あ
る
は
悉
皆
侍
の
皮
を

か
ぶ
り
た
る
小
も
の
申
聞
に
ひ
と
し
き
様
子
也
」
な
ど
(
『
武
道
初
心
集
』
〉
、
功
名
・
勇

気
・
義
・
勤
勉
が
、
忠
に
向
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
意
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
興
津
弥

五
右
衛
門
や
柄
本
又
七
郎
の
解
釈
に
あ
て
は
め
て
よ
か
ろ
う
。

〈
『
大
友

以
上
の
七
番
が
い
ず
れ
も
、
「
武
士
の
意
地
」
を
、
武
士
の
心
構
え
の
意
味
で
使
っ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
意
地
の
発
生
基
盤
に
は
、
矯
飾
と
自
敬
と
忠
と
の
三
傾
向
が
あ
る
こ
と
を

見
て
来
た
。

次
に
、
向
我
意
ヲ
張
リ
ト
ホ
ス
心
、
抗
敵
気
の
意
味
に
使
っ
て
い
る
用
例
に
は
、

に
服
従
す
る
に
は
あ
ま
り
に
意
地
張
り
で
あ
っ
て
」
(
津
田
左
右
吉
、
徳
川
初
期
の
浪
人
の

説
明
)
、
「
武
士
の
意
地
を
立
つ
る
乙
と
は
、
過
ぐ
る
程
に
す
る
も
の
な
り
。
よ
き
加
減
に

し
て
置
き
た
る
乙
と
は
、
後
日
の
評
判
に
不
足
出
来
る
も
の
な
り
。
」
〈
「
葉
穏
』
〉
な
ど

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
争
一
気
が
強
い
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

『
築
隠
』
は
、
「
意
地
は
内
に
あ
る
と
、
外
に
あ
る
と
の
二
つ
な
り
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

乙
れ
は
大
言
海
の
付

ωに
そ
れ
ぞ
れ
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
地
を
発
動
す

る
し
方
、
そ
れ
に
附
随
す
る
評
価
を
、
価
値
的
に
段
階
づ
け
て
四
類
型
に
ま
と
め
て
い
る
。

ー
、
「
外
に
も
内
に
も
な
き
も
の
は
、
益
に
立
た
ず
。
」

外
に
も
内
に
も
意
地
が
な
い
こ
と
を
、
『
武
道
初
心
集
』
で
は
、
「
意
地
の
無
之
」
「
意

地
も
な
し
」
と
一
一
一
口
い
、
「
む
さ
き
意
地
」
「
意
地
の
き
た
な
き
」
「
未
練
の
意
地
」
な
ど
と

評
価
し
て
い
る
。
大
言
海
が
「
意
気
地
無
し
」
を
「
物
ノ
用
ニ
立
タ
ヌ
ヲ
云
フ
」
と
し
て
い

る
の
と
、
『
葉
穏
』
が
「
益
に
立
た
ず
」
と
評
価
し
て
い
る
の
と
が
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
考
え
る
と
、
武
士
と
し
て
円
に
持
つ
べ
き
気
節
が
な
く
、
従
っ
て
意
地
を
立
て
る
べ
き

時
に
意
地
を
立
て
な
い
者
は
、
社
会
が
無
用
者
と
し
て
は
ね
出
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
乙
と

が
考
え
ら
れ
る
。
侮
蔑
と
い
う
制
裁
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
畑
十
太
夫
は
こ
れ

に
あ
た
る
。

ワ臼

「
権
勢
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「
外
に
ば
か
り
あ
り
て
、
白
刃
を
不
断
振
り
廻
る
者
に
は
人
が
寄
り
つ
か
ず
、

の
者
無
き
・
も
の
な
り
。
」

外
に
ば
か
り
あ
る
意
地
と
は
、
武
士
と
し
て
当
然
意
地
を
立
て
る
べ
き
時
に
意
地
を
立
て

る
だ
け
で
な
く
、
私
的
な
、
些
細
な
侮
辱
に
対
し
て
も
、
堪
忍
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
衝
動

的
に
意
地
づ
く
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
私
な
る
意
地
」
(
『
甲
陽
軍
鑑
』
)
に
や
っ
き
に

な
っ
て
、
「
喧
嘩
口
論
な
ど
を
仕
出
し
て
友
傍
輩
を
打
果
し
我
身
命
を
失
ふ
と
有
は
一
か
た

な
ら
ぬ
不
忠
の
大
不
義
」
(
『
武
道
初
心
集
』
)
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
地
は
、
思
怨
的
に 味



は
、
「
武
士
の
意
地
」
で
あ
る
べ
き
義
や
忠
な
ど
の
公
的
使
命
の
観
念
が
欠
除
し
た
も
の
で
、

忠
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
主
従
関
係
と
独
立
の
自
敬
の
道
徳
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
不

義
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
正
義
や
忍
耐
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
気
質
か
ら
見
る
と
、

争
気
の
強
い
者
、
体
面
に
神
経
質
な
者
に
多
い
。

高
見
権
右
衛
門
の
小
姓
は
、
こ
れ
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

3
、
「
内
に
ば
か
り
納
め
置
き
侯
へ
ば
、
鍔
も
つ
き
万
も
鈍
れ
、
人
が
思
ひ
こ
な
す
も
の

な
り
。
」

乙
れ
は
、
「
気
節
・
廉
恥
」
と
し
て
、
意
地
を
内
に
持
っ
て
い
な
が
ら
、
武
士
と
し
て
意

地
を
立
て
る
べ
き
時
に
意
地
を
立
て
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
か
の
理
由
で
、
堪
忍
し
て
い
た
・

り
、
思
想
の
特
殊
性
か
ら
、
機
を
の
が
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
人
が
意
気
地

伝
し
、
臆
病
者
、
卑
怯
者
だ
と
誤
解
し
、
「
思
ひ
こ
な
す
」
(
ば
か
げ
札
す
る
)
の
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
、
節
操
あ
る
武
士
に
と
っ
て
は
、
が
ま
ん
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
人
と
世
間
と

の
評
価
に
ギ
ャ
ァ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
が
悲
劇
の
も
と
に
な
る
。
阿
部
弥
一
右
衛
門
を
は
じ
め
、

鴎
外
が
好
ん
で
措
く
主
人
公
の
多
く
は
、
こ
れ
に
入
る
。

4
、
「
切
れ
物
を
研
ぎ
は
し
ら
か
し
て
輸
に
納
め
て
置
き
、
自
然
(
万
一
の
時
)
に
は
抜

き
て
眉
毛
に
か
け
、
拭
ひ
て
納
む
る
が
よ
し
。
」

武
士
の
意
地
で
ゐ
る
忠
義
勇
・
廉
恥
を
み
が
い
て
「
死
を
常
に
心
に
あ
て
」
(
『
武
道

初
心
集
』
)
て
い
て
、
万
一
武
士
の
意
地
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
会
え
ば
、
機
を

の
が
さ
ず
決
断
し
、
事
が
終
れ
ば
ま
た
平
素
の
修
養
に
返
る
の
を
「
よ
し
」
と
す
る
。
「
自

然
」
の
時
と
い
う
の
が
、
「
武
士
の
意
地
」
の
う
ち
で
も
、
忠
の
た
め
の
意
地
で
あ
る
場
合

は
、
世
間
の
評
価
と
の
関
に
ギ
ャ

y
プ
が
生
じ
な
い
。
柄
本
又
七
郎
の
「
義
」
や
、
栗
山
大

膳
の
大
忠
節
は
乙
れ
に
入
れ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
寛
永
十
八
年
頃
の
「
武
士
の
意
地
」
の
、
内
容
と
、
意
地
の
発
動
の
し
か
た
、
そ

の
評
価
と
い
う
面
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
得
た
よ
う
に
思
う
。
次
に
は
、
こ
れ
ら
に
照
ら
し
て
、

弥
一
右
衛
門
の
一
連
の
行
動
を
具
体
的
に
追
っ
て
見
ょ
う
。

阿
部
一
族
の
滅
亡
の
最
初
の
原
因
は
「
弥
一
右
衛
門
が
殉
死
を
願
っ
て
許
さ
れ
ぬ
」
こ

と
に
あ
っ
た
。
主
君
忠
利
が
弥
一
右
衛
門
の
殉
死
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
「
此
男
の
意
地

で
勤
め
る
の
を
知
っ
て
憎
い
と
思
っ
た
一
か
ら
で
あ
る
、
と
鴎
外
は
設
定
し
て
い
る
。
実
際

に
は
、
も
っ
と
別
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

鴎
外
が
粉
本
に
し
た
『
阿
部
茶
事
談
』
は
ν
で
つ
織
い
て
い
る
か
。

「
多
年
の
御
恩
を
可
奉
報
と
思
ひ
殉
死
之
願
を
い
た
し
け
る
に
忠
利
公
い
か
に
思
召
に
や

御
免
な
く
て
志
は
御
満
足
ニ
思
召
と
い
へ
と
も
同
し
く
ハ
光
尚
公
に
右
勤
の
こ
と
く
は
け
ミ

可
申
由
被
仰
出
け
れ
ハ
此
度
ハ
御
別
れ
是
非
な
く
思
ひ
と
〉
ま
り
自
然
の
事
る
あ
ら
ハ
光
尚

公
の
御
馬
の
先
に
て
年
来
の
御
思
を
可
奉
報
と
悲
歎
の
涙
に
く
れ
な
が
ら
お
し
か
ら
ぬ
命
な

か
ら
へ
て
君
命
の
重
き
を
守
り
け
る
に
・
・
・
・
人
の
口
に
乗
け
れ
ハ
弥
一
右
衛
門
是
を
関
伝
へ

偲
々
不
及
是
非
事
か
な
倍
か
る
へ
き
命
に
あ
ら
ね
と
君
命
重
き
ゅ
へ
か
く
な
か
ら
へ
て
居
る

事
自
然
の
御
用
に
も
立
へ
き
所
容
な
り
少
し
も
借
む
へ
き
に
あ
ら
す
武
還
に
叶
ハ
ざ
る
仕
合

な
り
い
て
さ
ら
ハ
瓢
箪
に
油
を
塗
り
て
悪
口
せ
し
や
つ
は
ら
に
腹
を
切
て
見
せ
ん
と
御
免
な

同

0
0】

き
に
押
て
殉
死
を
そ
遂
に
け
る
」
。

『
阿
部
茶
事
談
』
は
、
弥
一
右
衛
門
の
追
腹
の
心
境
を
、
鴎
外
が
描
い
た
の
と
同
じ
く
、

世
間
に
対
す
る
意
地
だ
と
し
て
は
い
る
が
殉
死
の
願
い
万
や
生
き
残
る
時
の
決
意
に
は
、

主
君
忠
利
に
対
す
る
不
満
も
意
地
も
描
い
て
い
な
い
。
彼
の
殉
死
の
動
機
は
、
多
年
の
御
恩

に
対
す
る
報
恩
の
た
め
で
あ
ち
、
主
君
が
許
可
を
与
え
な
か
っ
た
理
由
は
不
問
に
し
て
、
無

批
判
に
従
順
に
受
け
い
れ
、
君
命
を
遵
守
し
て
、
光
尚
に
身
命
を
さ
さ
げ
て
忠
動
し
よ
う
と

決
意
す
る
の
だ
と
し
て
摘
い
て
い
る
。
君
君
た
ら
ず
と
も
臣
医
た
り
と
い
う
絶
対
忠
誠
の
観

点
か
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
描
き
方
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
習
慣
的
筆
法
で
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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殉
死
を
許
さ
な
か
っ
た
真
の
原
因
は
、
あ
る
い
は
「
忠
利
公
い
か
に
思
召
に
や
御
免
な
く

て
」
と
い
う
記
述
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
か
く
、
鴎
外
は
、
『
阿
部
茶
事
談
』
の
筆
者
の
、
批
判
を
絶
し
た
君
命
と
そ
れ
を
操

守
し
よ
う
と
す
る
忠
臣
の
悲
劇
、
と
い
う
解
釈
を
取
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
封
建
君
主
の
怒

意
的
命
令
が
人
聞
の
運
命
を
左
右
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
不
合
理
な
制
度
そ
の
も
の
へ
の
批



判
と
し
て
徹
底
さ
せ
る
、
近
代
的
解
釈
も
取
ら
な
か
っ
た
。

「
忠
利
公
い
か
に
思
召
に
や
」
と
い
う
史
料
の
空
自
に
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
主
従
の
相

性
の
問
題
、
意
地
に
対
す
る
憎
し
み
の
問
題
と
し
て
撒
い
た
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
、
弥
一
右
衛
門
が
意
地
ば
か
り
で
奉
公
し
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
原
因
を
、
忠
利

の
「
反
対
す
る
癖
」
や
憎
し
み
が
、
そ
う
「
為
向
け
た
」
の
だ
と
し
て
、
ま
ず
境
遇
か
ら
説

明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
徹
底
し
な
い
で
、
そ
の
反
対
す
る
癖
や
憎
し
み
の
原
因
は
、
弥
一

右
衛
門
の
、
人
に
愛
情
を
与
え
る
の
に
用
心
深
い
性
格
や
倣
慢
な
自
尊
心
が
、
主
従
関
係
の

障
害
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
結
局
は
、
性
格
的
な
も
の
に
原
因
を
も
っ
て
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
悲
劇
の
原
因
を
社
会
的
な
も
の
に
求
め
ず
、
性
格
な
ど
と
い
う
、
時
代
を
越

え
て
存
在
す
る
運
命
的
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
に
求
め
る
の
は
、
鴎
外
文
学
の
特
徴
の
一

つ
で
あ
る
。

さ
て
、
鴎
外
は
、
弥
一
右
衛
門
の
意
地
を
、
追
腹
を
切
る
時
の
世
聞
に
対
す
る
意
地
だ
け

で
な
く
、
主
君
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。
平
素
の
精
勤
も
、

殉
死
の
動
機
も
、
絢
死
の
願
い
万
も
、
主
君
に
対
す
る
意
地
で
あ
っ
て
、
一
途
な
忠
情
か
ら

し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
禍
し
て
殉
死
の
許
可
が
下
り
ず
生
き
残
る
決
意
を
す
る
が
、

そ
の
時
の
心
境
は
、
先
君
や
当
主
を
も
含
め
た
世
聞
に
対
す
る
意
地
で
あ
る
。
追
腹
の
心
境

も
ま
た
、
世
間
に
対
す
る
意
地
で
あ
る
。
相
手
が
世
間
で
あ
れ
、
主
君
で
あ
れ
、
弥
一
右
衛

門
は
「
主
従
関
係
と
独
立
に
身
命
を
借
し
ま
な
い
潔
き
そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
」
。
終
生
一

貫
し
て
「
廉
恥
の
道
徳
」
、
「
自
敬
の
念
の
満
足
」
(
以
上
和
辻
)
と
い
う
武
士
の
意
地
を

貫
き
通
す
。
そ
の
主
従
関
係
と
独
立
の
意
地
が
葛
藤
を
生
む
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
そ
う
い
う
解
釈
を
す
る
た
め
に
、
『
阿
部
茶
事
談
』
の
記
述
を
忠
実
に
追
っ
て
は

矛
盾
が
出
て
く
る
の
で
、
意
地
と
矛
盾
す
る
記
述
は
大
阻
に
切
り
捨
て
、
そ
の
あ
と
の
空
白

は
意
地
で
一
貫
さ
せ
る
た
め
に
、
何
十
年
も
遡
っ
て
主
従
関
係
や
性
格
や
心
理
を
長
々
と
得

入
説
明
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
次
に
、
個
々
の
場
面
の
弥
一
右
衛
門
の
意
地
を
、
先
に
分
類
し
た
寛
永
十
八
年
頃

の
「
武
士
の
意
地
」
の
内
容
と
、
意
地
の
発
動
の
し
万
と
、
そ
の
評
価
に
照
し
て
、
眺
め
て

見
ょ
う
。

ハ
門
平
素
の
精
動
に
み
ら
れ
る
意
地

「
弥
一
右
衛
門
は
外
の
人
の
言
ひ
付
け
ら
れ
て
す
る
事
を
、
言
ひ
付
け
ら
れ
ず
に
す
る
。

外
の
人
の
申
し
上
げ
て
す
る
事
を
申
し
上
げ
ず
に
す
る
。
併
し
す
る
事
は
い
つ
も
肯
察
に
中

っ
て
ゐ
て
間
然
す
べ
き
所
が
無
い
。
弥
一
右
衛
門
は
意
地
ば
か
り
で
奉
公
し
て
行
く
や
う
に

な
っ
て
ゐ
る
。
忠
利
は
初
め
な
ん
と
も
恩
は
ず
に
、
只
此
男
の
顔
を
見
る
と
、
反
対
し
た
く

な
っ
た
の
だ
が
、
後
に
は
此
男
の
意
地
で
勤
め
る
の
を
知
っ
て
憎
い
と
思
っ
た
。
」

鴎
外
は
、
弥
一
右
衛
門
の
意
地
づ
く
の
奉
公
を
、
完
壁
な
奉
公
だ
と
し
て
、
他
の
侍
の
よ

う
に
御
意
見
伺
い
を
し
て
命
令
を
待
っ
て
実
行
す
る
従
順
な
奉
公
と
は
、
明
確
に
区
別
し
て

描
い
て
い
る
。
主
君
に
対
す
る
献
身
的
奉
公
や
絶
対
従
願
で
な
い
モ
ラ
ル
は
、
戦
国
武
士
の

意
地
の
名
残
り
で
あ
る
。

こ
う
い
う
完
聾
な
奉
公
を
支
え
て
い
る
の
は
、
弥
一
右
衛
門
の
気
質
と
思
想
で
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
は
、
「
C
用
に
立
つ
と
は
武
士
に
と
っ
て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
身

を
滅
し
て
君
に
忠
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
綴
密
伝
、
実
務
的
才
能
告
も
っ
て
-

(
9
d

》

国
へ
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

弥
一
右
衛
門
は
、
思
想
か
ら
言
え
ば
、
奉
公
の
正
義
を
実
務
的
才
能
で
奉
仕
す
る
こ
と
だ

・
と
考
え
る
侍
の
典
型
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
の
忠
義
も
、
平
素
に
お
い
て
は
、
「
武
士
の
意

地
」
「
武
士
の
正
義
」
の
一
つ
で
あ
る
。
「
と
用
に
立
つ
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、

側
近
と
し
て
の
「
立
場
」
も
、
世
間
に
対
す
る
「
面
白
L

も
、
確
保
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
寵
愛
と
い
う
も
の
を
不
可
欠
の
条
件
と
す
る
側
近
で
あ
り
な
が
ら
、
主
君
に
嫌
わ

れ
て
働
き
場
が
な
い
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
時
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
完
蟹
な
奉
公
と
い

う
万
法
を
取
る
の
は
、
彼
の
気
質
に
も
原
因
が
あ
る
。

彼
の
倣
慢
な
自
尊
心
は
、
主
君
の
寵
愛
を
受
け
て
献
身
的
な
奉
公
を
し
よ
う
と
す
る
工
夫

に
は
向
け
さ
せ
な
か
っ
た
。
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
を
忠
勤
の
手
段
だ
(
『
葉
穏
』
)
と
は
考

え
ず
、
寵
愛
を
受
け
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
も
の
の
申
に
卑
し
き
ゃ
意
地
き
た
な
さ
を
感
じ

て
、
彼
の
潔
癖
ぎ
が
そ
れ
を
自
己
に
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
「
武
士
は
妾
と
は
違
」
っ
て
、

主
従
の
愛
情
関
係
と
独
立
に
、
実
務
的
才
能
に
よ
っ
て
奉
公
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
そ
れ

が
「
武
士
の
意
地
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
は
そ
の
工
夫
に
全
力
を
注
ぎ
、
意
地
を
貫
き
通
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す
。
そ
う
い
う
自
分
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。

意
地
の
発
動
の
し
万
は
、
「
外
に
ば
か
り
」
あ
る
意
地
の
一
変
種
で
あ
る
。
意
地
の
対
象

が
傍
輩
で
な
く
、
主
君
で
あ
っ
た
た
め
に
「
白
刃
を
不
断
鐙
り
廻
る
」
(
『
葉
隠
』
〉
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
冷
戦
状
態
が
続
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
意
地
に
対
し
て
は
、
傍
輩
が
敬
し
て
遠
ぎ
け
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
君
が

憎
ん
で
、
い
ざ
殉
死
と
い
う
際
に
許
可
せ
ず
、
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に
も
々
る
。

同
殉
死
の
願
い
万
に
み
ら
れ
る
意
地

平
素
の
奉
公
で
は
、
主
君
に
憎
ま
れ
て
も
、
完
聾
必
奉
公
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
「
立
場
」

も
「
面
白
」
も
ゐ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
殉
死
に
は
、
主
君
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
挺
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
。
平
素
の
よ
う
な
命
令
無
視
は
無
効
で
あ
る
。
許
可
が
な
い
限
り
、
立
派

に
死
ん
で
も
名
誉
に
は
な
ら
な
い
。
犬
死
で
あ
る
。
「
主
従
関
係
と
独
立
に
身
命
を
惜
し
ま

な
い
潔
さ
そ
の
も
の
」
を
武
士
の
意
地
と
し
、
そ
れ
に
附
随
す
る
名
誉
を
重
ん
ず
る
弥
一
右

衛
門
が
、
均
死
を
自
発
的
に
願
い
出
、
意
地
で
も
許
可
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

弥
一
右
衛
門
の
絢
死
の
動
機
を
、
殉
死
の
典
型
と
し
て
掛
か
れ
て
い
る
内
藤
長
十
郎
と
比

較
し
て
み
る
と
、
弥
一
右
衛
門
に
は
、
長
十
郎
の
よ
う
な
窮
愛
も
失
錯
も
な
い
か
ら
、
報
謝

と
賠
償
の
た
め
に
死
ぬ
の
だ
と
い
う
実
感
が
伝
い
。
そ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
殉
死
は
冷
た

い
義
務
的
な
も
の
に
伝
っ
て
し
ま
う
。

動
機
に
お
い
て
、
主
君
へ
の
愛
情
の
情
が
欠
け
て
い
れ
ば
、

れ
る
。

願
い
万
に
も
そ
れ
が
あ
ら
わ

内
藤
長
十
郎
は
、
「
忠
利
の
足
を
そ
っ
と
持
ち
上
げ
て
自
分
の
額
に
押
し
嘗
て
て
戴
い

た
。
同
に
は
涙
が
い
っ
ぱ
い
浮
か
ん
で
ゐ
た
。
」
。
弥
一
右
衛
門
に
は
、
こ
う
い
う
足
を
拝

む
心
や
涙
と
い
う
も
の
が
伝
い
。

ま
た
、
長
十
郎
は
、
「
最
早
本
腹
は
覚
束
な
い
と
忠
利
が
悟
っ
た
時
」
、
最
初
に
し
て
最

終
の
願
い
出
を
す
る
。
弥
一
右
衛
門
は
、
「
夜
伽
に
出
る
順
番
が
来
る
度
に
」
「
何
度
」
も

願
い
出
る
。
最
後
の
時
は
、
今
ま
で
一
度
も
忠
利
に
お
願
と
い
う
こ
と
を
し
た
こ
と
が
な
く
、

乙
れ
が
生
涯
唯
一
の
お
願
だ
と
言
っ
て
「
ち
っ
と
」
忠
利
の
顔
を
見
る
。
相
手
の
感
情
を
考

え
な
い
、
面
当
て
が
ま
し
い
、
執
拘
伝
願
い
万
を
見
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
許
可
を
得
ょ
う
と

し
て
、
徹
底
的
に
押
し
か
か
り
退
か
な
い
「
意
地
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

抗
敵
気
」
、
争
気
の
意
味
で
「
意
地
」
を
織
い
て
い
る
。

同
生
き
残
る
時
の
心
理
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
意
地

「
犬
死
と
知
っ
て
切
腹
す
る
か
、
浪
人
し
て
熊
本
を
去
る
か
の
外
、
為
万
が
あ
る
ま
い
。

だ
が
己
は
己
だ
。
好
い
わ
。
武
士
は
妾
と
は
違
ふ
。
主
の
気
に
入
ら
ぬ
か
ら
と
云
っ
て
、
立

場
が
無
く
な
る
筈
は
無
い
。
」

こ
れ
は
、
世
間
の
非
難
を
承
知
の
上
で
、
犬
死
も
浪
人
も
せ
ず
、
当
主
党
尚
の
下
で
精
勤

す
る
こ
と
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
己
は
己
だ
一
と
い
う
決
断
を
支
え
て
い
る
の
は
、

彼
の
気
質
と
思
想
で
あ
る
。
彼
は
「
主
の
気
に
入
」
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
「
立
場
」
が
な

い
よ
う
な
道
徳
を
、
「
妾
」
の
道
徳
だ
と
考
え
る
。
意
地
き
た
な
さ
や
卑
し
さ
を
窓
じ
る
。

「
武
士
は
妾
と
は
違
」
っ
て
、
主
従
の
愛
情
関
係
と
独
立
に
「
ご
用
に
立
つ
」
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
義
に
則
っ
た
道
で
あ
る
か
ら
、
「
立
場
」
が
あ
る
。
士
大
夫
と
し
て

恥
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
自
分
の
「
廉
恥
」
「
自
敬
の
念
ー
一
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で

与
。
ヲ
Q

。

ー「
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と
こ
ろ
が
、
彼
の
精
勤
に
対
し
て
、
予
想
通
り
、
家
中
の
者
は
以
前
に
増
し
て
峨
々
し
く

応
待
し
た
。
彼
は
「
不
快
で
溜
ら
伝
い
」
が
、
「
己
は
命
が
惜
し
く
て
生
き
て
ゐ
る
の
で
は

無
い
、
己
を
ど
れ
程
悪
く
思
ふ
人
で
も
、
命
を
惜
む
男
だ
と
は
ま
さ
か
に
云
ふ
こ
と
が
出
来

ま
い
、
た
っ
た
今
で
も
死
ん
で
好
い
の
な
ら
死
ん
で
見
せ
る
と
思
ふ
の
で
、
昂
然
と
墳
を
反

ら
し
て
詰
所
へ
出
て
、
昂
然
と
項
を
反
ら
し
て
詰
所
か
ら
引
い
て
ゐ
た
」
。
こ
れ
は
、
自
己

に
不
利
で
も
、
孤
立
し
て
も
、
意
地
を
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、

「
命
を
借
む
男
だ
と
は
ま
さ
か
に
云
ふ
こ
と
が
出
来
ま
い
」
と
い
う
自
信
と
安
心
感
で
ゐ
り
、

名
聞
を
大
切
に
す
る
か
ら
犬
死
を
し
な
い
だ
け
で
、
大
義
名
分
に
か
な
っ
た
死
な
ら
い
つ
で

も
死
ぬ
覚
悟
が
で
き
て
い
る
と
い
う
自
信
で
あ
る
。
こ
う
い
う
敵
対
は
近
代
抵
抗
精
神
で
は

な
く
、
中
世
的
な
「
武
士
の
意
地
」
で
あ
る
。
命
を
惜
し
ま
ず
名
を
惜
し
み
、
君
命
に
従
っ

て
精
勤
し
、
そ
う
す
る
自
分
に
対
す
る
「
自
敬
の
念
」
が
、
彼
告
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

こ
で
意
地
の
向
け
ら
れ
て
い
る
対
象
は
、
「
気
に
入
ら
ぬ
」
光
尚
ゃ
、
遺
命
を
出
し
た
忠

利
も
含
め
て
、
犬
死
か
浪
人
か
の
道
し
か
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い
る
世
間
で
あ
る
。

ま
わ
・
り



の
全
て
の
人
聞
に
対
し
て
、
意
地
を
張
り
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
追
腹
の
切
り
万
に
み
ら
れ
る
意
地

「
家
中
一
般
の
噂
ち
ゃ
と
云
ふ
か
ら
、
お
ぬ
し
達
も
聞
い
た
に
違
ひ
な
い
。
此
弥
一
右
衛

門
が
腹
は
瓢
箪
に
油
を
塗
っ
て
切
る
腹
ぢ
や
さ
う
な
。
そ
れ
ぢ
ゃ
に
よ
っ
て
、
己
は
今
瓢
箪

に
油
を
塗
っ
て
切
ら
う
と
思
ふ
。
」

弥
一
右
衛
門
の
追
腹
の
動
機
は
、
悪
口
を
言
う
世
聞
に
対
し
て
「
武
士
の
意
地
」
を
見
せ

る
た
め
で
あ
る
。
家
申
の
者
は
弥
一
右
衛
門
が
死
な
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
臆

病
者
、
卑
怯
者
、
恩
知
ら
ず
、
厚
顔
無
恥
な
男
だ
と
し
て
焔
印
を
押
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
世
間
と
弥
一
右
衛
門
と
の
思
想
の
ギ
ャ
ァ
プ
か
ら
悲
劇
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

命
を
惜
し
ま
な
い
か
ら
臆
病
や
卑
怯
で
は
公
く
、
実
務
的
才
能
で
「
C
用
に
立
ー
一
っ
て
い
る

か
ら
恩
知
ら
ず
で
は
な
く
、
名
誉
を
重
ん
じ
る
か
ら
厚
顔
無
恥
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
弥

一
右
衛
門
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
思
ひ
の
外
の
事
」
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
誤
解
を
さ
れ
て

は
黙
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
世
間
に
そ
う
見
ら
れ
る
「
お
の
れ
自
身
を
許
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
。
(
和
辻
)
殉
死
の
許
可
が
な
い
の
に
切
腹
す
る
こ
と
は
、
殉
死
の
淀
を
破
る
こ
と
で

あ
る
。
「
挺
を
破
る
こ
と
は
主
君
に
そ
む
く
こ
と
で
あ
り
一
族
を
串
刺
し
に
さ
れ
る
こ
と

は
家
族
的
人
倫
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
冒
し
て
で
も
な
お
自
分
が
臆
病

者
で
伝
い
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
」
(
和
辻
〉
の
で
あ
る
。
忠
や
孝
や
利
欲
か
ら
超
然

と
し
た
、
廉
恥
そ
の
も
の
を
重
ん
ず
る
「
武
士
の
意
地
」
で
あ
る
。
彼
は
、
世
間
に
あ
や
つ

ら
れ
て
、
心
な
ら
ず
も
切
腹
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
気
質
と
思
想
が
、
世
間
の
非
難
を
許

せ
ず
、
自
分
を
許
せ
々
か
っ
た
た
め
に
、
自
ら
死
へ
突
進
し
、
そ
の
正
し
さ
を
実
証
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
弥
一
右
衛
門
の
意
地
を
具
体
的
に
見
て
き
た
。
弥
一
右
衛
門
の
意
地
は
、
内
容
か
ら

見
る
と
、
主
従
の
愛
情
関
係
と
は
独
立
に
身
命
を
惜
し
ま
な
い
潔
さ
そ
の
も
の
を
尊
重
し
、

実
務
的
才
能
で
C
用
に
立
つ
こ
と
を
武
士
の
中
盤
裁
と
し
、
名
を
重
ん
ず
る
「
自
敬
」
の
道
徳
、

「
廉
恥
」
の
道
徳
で
あ
る
と
言
え
る
。
意
地
の
発
動
の
し
方
か
ら
見
る
と
、
内
に
武
士
と
し

て
の
意
地
を
持
ち
な
が
ら
、
意
地
の
内
容
が
忠
情
(
『
阿
部
茶
事
談
』
V

と
独
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
た
め
に
、
発
動
す
べ
き
機
を
は
ず
し
て
、
世
間
に
い
く
じ
な
し
だ
と
誤
解
さ
れ
、

予
想
外
の
侮
辱
を
受
け
た
。
彼
の
自
敬
の
念
は
、
世
間
と
自
己
と
を
許
せ
な
い
の
で
、
自
ら

の
潔
白
を
証
明
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
弥
一
右
衛
門
の
意
地
は
、
「
自
敬
」
の
道
徳
、
「

廉
恥
」
の
道
徳
を
自
ら
の
操
と
し
て
課
し
、
終
生
一
貫
し
て
そ
れ
を
貫
こ
う
と
す
る
意
地
で

あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
戦
国
時
代
の
武
士
の
意
地
に
属
す
る
も
の
で
、
柄
本
又
七
郎
の

意
地
と
同
時
代
の
気
風
の
な
ご
り
で
あ
る
。
そ
う
い
う
大
義
に
拠
っ
て
立
ら
、
「
立
場
」
と

「
面
白
」
を
守
っ
て
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
近
代
抵
抗
精
神
と
は
言
え
な
い
。
あ
く
ま

で
中
世
的
な
気
風
で
ゐ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
的
な
も
の
と
近
代
的
な
も
の
と

の
相
魁
で
は
な
く
て
、
中
世
倫
理
内
部
で
の
価
値
等
差
に
よ
る
悲
劇
で
あ
る
。
寛
永
十
八
年

頃
は
、
忠
の
た
め
の
意
地
と
自
敬
の
た
め
の
意
地
と
が
混
在
し
て
い
た
。
戦
国
時
代
に
は
「

高
貴
性
の
道
徳
ー
-
で
あ
っ
た
自
敬
の
道
徳
は
、
徳
川
治
平
下
で
は
主
従
関
係
が
固
定
す
る
の

で
、
一
切
を
忠
義
へ
向
っ
て
結
び
つ
け
よ
う
と
さ
れ
た
。
忠
と
無
関
係
な
意
地
ば
「
私
の
意

地
」
で
あ
っ
て
、
下
位
の
価
値
し
か
も
た
な
く
な
っ
た
。
山
鹿
素
行
の
『
士
道
』
は
、
儒
教

の
忠
孝
観
に
よ
っ
て
、
「
武
士
道
」
の
自
律
性
を
、
戒
律
化
し
、
固
定
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
寛
永
十
八
年
頃
と
は
、
そ
う
い
う
、
一
万
で
は
戦
国
的
気
風
と
、
他
方
で
は
治
平
的
気

風
と
が
互
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
鴎
外
は
そ
れ
を
、
司
阿
部
一
族
』
の
諸

人
物
の
上
に
巧
み
に
描
き
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
す
こ
し
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
鴎
外
は
な
ぜ
『
阿
部
茶
事
談
』
の
空
白
部

か
ら
、
「
意
地
」
の
悲
劇
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鴎
外
自
身
の
、
軍
医
局
内
で
の

人
間
関
係
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
弥
一
右
衛
門
造
裂
に
は
、
鴎
外
の
体
験
や
実
感
も
相
当
含

ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
初
期
医
学
論
争
に
お
け
る
石
黒
忠
息
ら
元
老

と
の
敵
対
、
医
務
局
長
時
代
の
石
本
陸
軍
次
官
と
の
敵
対
(
二
回
辞
表
を
出
し
て
い
る
〉
な

ど
、
鴎
外
自
身
の
中
に
、
弥
一
右
衛
門
的
な
意
地
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
推
量
し
得
る
点
は
多

い
。
い
わ
ば
、
歴
史
上
の
人
物
を
借
り
て
、
思
想
と
整
理
に
よ
る
鎮
魂
を
し
た
も
の
で
は
伝

か
っ
た
ろ
う
か
。
(
傍
点
筆
者
〉

注
(

1

)

高
橋
義
孝
『
森
鴎
外
』

(
2
〉
唐
木
順
三
『
鴎
外
の
精
神
』

(

3

)

斉
藤
茂
吉
『
鶴
外
の
歴
史
小
説
』
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(
昭
和

u
・
6

『
文
学
』
所
収
)



ハ
4
)
津
田
左
右
士
口
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
恩
績
の
研
究
』

(
5
〉
古
川
哲
史
『
武
士
道
の
思
想
と
そ
の
周
辺
』

(
6
〉
岩
上
順
一
『
歴
史
文
学
論
』

(
7
〉
稲
垣
達
郎
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
四
巻
森
鴎
外
』

〈

8
〉
『
阿
部
茶
事
談
』
(
細
川
家
蔵
の
本
文
。
三
好
行
雄
『
森
島
外
』
の
注
釈
の
引

用
に
よ
っ
た
。
〉

(
9
〉
三
島
由
紀
夫
『
葉
隠
入
門
』
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