
日
向
国
延
岡
藩
内
藤
充
真
院
の
好
奇
心

神

崎

直

美

は
じ
め
に

本
稿
は
、
日
向
国
延
岡
藩
主
内
藤
政
順

ま
さ
よ
り

夫
人
で
あ
っ
た
内
藤
充
真
院
を
検
討

す
る
試
み
の
一
端
と
し
て
、
そ
の
内
面

特
に
好
奇
心

を
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
。
内
面
は
、
個
人
に
よ
り
千
差
万
別
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
大
名

家
に
生
を
う
け
た
女
性
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
象
・
物
に
心
引
か
れ
た
の
か
、

考
え
た
の
か
、
対
応
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

本
来
、
先
人
の
内
面
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
あ

る
。
検
討
の
素
材
と
し
て
は
、
私
的
な
書
簡
や
記
録
・
雑
記
・
蔵
書
類
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
書
簡
や
記
録
類
は
、
そ
の
内
容
や
文
章
表
現
か
ら
、
書
き
手
の

内
面
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
蔵
書
は
、
分
野
の
傾
向
か
ら
所
蔵
者
の
知

的
な
趣
向
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
膨
大
に
現
存
す
る
公
的
な
書
類
・
記
録
類
と

比
較
す
る
と
、
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
た
も
の
は
数
量
と
し
て
は
少
な
い
。
ま
し

て
や
、
近
世
に
お
い
て
女
性
が
書
き
記
し
た
物
、
お
よ
び
女
性
が
所
持
し
て
い

た
書
物
と
確
定
で
き
る
蔵
書
群
の
現
存
は
極
め
て
少
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に
も
充
真
院
は
筆
ま
め
な
人
物
で
あ
っ
た
。
文
才
に

加
え
、
画
才
に
も
恵
ま
れ
、
魅
力
的
な
筆
致
の
軽
や
か
な
挿
絵
を
配
し
た
紀
行

文
を
作
成
し
た
こ
と
で
、
近
年
、
近
世
史
お
よ
び
女
性
史
研
究
上
で
知
ら
れ
る

人
物
で
あ
る
。
そ
の
文
章
は
情
緒
豊
か
で
あ
り
、
自
ら
の
思
い
を
素
直
、
か
つ

濃
や
か
に
し
た
た
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
手
に
よ
る
著
作
は
、

豊
か
な
教
養
と
伸
び
や
か
な
感
性
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
人
間
像
を
髣
髴
と

さ
せ
る
類
稀
な
著
作
を
生
み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

充
真
院
の
写
本
や
著
作
は
、
現
在
、
明
治
大
学
博
物
館
に
七
七
点
確
認
で
き

る
。
そ
の
な
か
の
一
本
で
あ
る

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

は
、
老

年
期
の
充
真
院
が
興
味
・
関
心
を
持
っ
た
事
柄
を
書
き
留
め
た
書
物
で
あ
る
。

本
書
を
素
材
と
し
て
、
充
真
院
が
好
奇
心
を
持
っ
た
事
柄
を
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
充
真
院
の
人
物
像
に
関
す
る
新
た
な
発
見
を
見
出
し
た
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『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

を
素
材
と
し
て

(

１)



い
と
思
う
。

１
『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

に
つ
い
て

ま
ず
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し

て
お
こ
う
。
当
本
は
、
現
在
、
明
治
大
学
博
物
館
に
内
藤
家
文
書
の
追
加
分
と

し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(

１)

。
体
裁
は
五
四
丁
か
ら
な
る
冊
子
で
、
縦
二
五
、
二
糎
・

横
一
六
、
五
糎
で
あ
る
。
現
在
は
、
後
世
に
補
修
し
た
濃
紺
の
表
紙
で
装
丁
さ

れ
て
い
る
。

本
書
を
作
成
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
本
書
そ
の
も
の
に
明
記
し
て
い
な
い
。

具
体
的
な
年
こ
そ
不
明
で
あ
る
が
、｢

か
し
か
と
云
蛙
の
事｣

と

｢

蛇
よ
け
の

御
守｣

の
箇
所
に
、｢

東
京｣

と
い
う
表
記
が
あ
る
の
で

(
２)
、
江
戸
を
東
京
に
改

称
し
た
慶
應
四
年

(

一
八
六
八)

七
月
以
後
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
充
真
院
が
慶
應
四
年

(
一
八
六
八)

七
月
以
降
、
す
な
わ
ち
六
十
九
歳
以
降
に
草
し
た
著
作
で
あ
る
。
作
成
年
を
絞

り
込
む
手
が
か
り
は
な
い
が
、
慶
應
四
年
七
月
か
ら
、
充
真
院
が
明
治
十
三
年

(

一
八
八
〇)

十
月
に
八
十
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
十
二
年
の
間
に
作
成
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
晩
年
の
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
る
日
々
の
中

で
誕
生
し
た
も
の
と
い
え
よ
う

(

３)

。

ま
ず
、
題
名
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
充
真

院
が
見
聞
し
た
事
柄
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。｢

笑
ひ
に
書｣

と
は
、｢

笑
い

に
し
よ
う｣

と
い
う
意
味
か
ら
命
名
し
た
も
の
で
、
一
種
の
言
葉
遊
び
で
あ
る
。

そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
か
ら
、
充
真
院
の
ち
ゃ
め
っ
け
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
書
に
は
、

充
真
院
の
人
生
に
お
け
る
様
々
な
見
聞
の
な
か
で
も
、
笑
え
る
よ
う
な
も
の
、

楽
し
め
る
事
項
を
意
図
し
て
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
書
を
作
成
す

る
際
の
方
針
で
あ
り
、
同
時
に
、
充
真
院
が
本
書
を
ま
と
め
る
際
の
心
持
で
も

あ
り
、
楽
し
み
な
が
ら
筆
を
運
ん
だ
様
子
が
察
せ
ら
れ
る
。

収
載
し
た
内
容
の
大
部
分
は
、
充
真
院
が
近
世
後
期
と
明
治
前
期
に
、
江
戸

と
延
岡
お
よ
び
、
東
京
で
見
聞
し
た
事
柄
で
あ
る
。
最
も
古
い
時
期
の
見
聞
は
、

充
真
院
が
子
供
の
頃
、
す
な
わ
ち
彦
根
藩
井
伊
家

(

譜
代
・
三
〇
万
石)

の
姫

君
と
し
て
充
姫

み
つ
ひ
め

と
称
し
て
い
た
文
化
年
間
の
前
半
頃
ま
で
遡
る
。
具
体
的
に
は
、

｢

鳫
か
さ｣

の
治
療
法
の
記
述
に
、｢

私
子
供
の
時
出
来
、
御
か
ゝ
様
色
々
の
薬

付
候
よ
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
が
罹
患
し
た
折
に
母
親
が
施
し
て
く
れ
た

治
療
法
が
記
録
し
て
あ
る

(

４)

。
充
真
院
は
、
寛
政
十
二
年

(

一
八
〇
〇)

生
ま
れ

な
の
で
、
罹
患
と
治
療
の
記
憶
が
あ
る
子
供
時
分
と
は
、
文
化
年
間

(

筆
者
注
…

ち
な
み
に
、
充
真
院
は
文
化
元
年

[

一
八
〇
四]

当
時
、
五
歳
で
あ
る)

の
前

半
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
子
供
の
頃
の
見
聞
と
し
て
は
、｢

鈴
虫
か
い
ら

す
る
事｣

、
す
な
わ
ち
鈴
虫
の
飼
育
法
に
つ
い
て
の
箇
所
で
、｢

私
は
人
の
か
う

を
子
供
の
時
見
し
計｣

と
あ
る

(

５)

。

充
姫
は
、
文
化
十
二
年

(

一
八
一
五)

に
十
六
歳
で
内
藤
家
に
嫁
ぎ
、
そ
の

後
、
没
す
る
ま
で
の
六
十
五
年
間
の
長
き
に
亘
り
、
内
藤
家
の
一
員
と
し
て
過

ご
し
た
。
見
聞
の
舞
台
は
、
井
伊
家
の
江
戸
屋
敷
を
は
じ
め
と
す
る
が
、
大
部

分
は
内
藤
家
の
六
本
木
屋
敷
と
延
岡
の
本
丸
外
の
屋
敷
で
あ
る
。
そ
の
晩
年
に
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至
る
ま
で
の
間
に
か
け
て
、
人
生
の
様
々
な
時
期
に
お
け
る
見
聞
を
濃
や
か
に

書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。

本
書
に
収
載
し
た
見
聞
は
、
他
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
、
実
際
に
充
真
院
が

体
験
し
た
こ
と
か
ら
な
る
。
体
験
し
た
事
実
に
つ
い
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、

｢

か
し
か
と
云
か
わ
す
の
事｣

の
箇
所
で
、
河
鹿
が

｢

宇
津
の
や
と
う
け｣

に

多
く
棲
息
し
て
い
る
様
子
を
、｢

私
と
を
り
し
時
ハ
、
谷
河
の
流
ニ
て
よ
く
な

き
し
を
聞｣

と
い
う
に
、
実
際
に
自
ら
が
体
験
し
た
旨
を
明
記
し
て
い
る

(

６)

。

さ
ら
に
、
体
験
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
解
決
方
法
・
処
置
を
他
者
か
ら
聞
い
た

場
合
に
は
、
そ
の
出
所
を
明
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、｢

水
の
ん
と
に
つ
か
へ

ぬ
ま
し
な
い｣

、
す
な
わ
ち
冷
や
水
を
飲
む
時
に
胸
に
つ
か
え
る
事
を
解
決
す

る
方
法
に
つ
い
て
、｢

私
ひ
や
水
の
ミ
し
度
々
む
ね
に
ひ
た
と
つ
か
ひ
こ
ま
り

し
所
、
あ
る
人
夫
に
は
一
口
の
む
と
き
、
か
む
ま
ね
を
し
て
の
ん
と
に
い
れ
ハ
、

つ
か
ゆ
る
事
な
し
と
お
し
へ
ら
れ
し
所
…｣

と
い
う
よ
う
に
、
人
名
を
具
体
的

に
記
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
他
者
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
知
識
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

７)

。

一
方
、
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
体
験
し
て
い
な
い
場
合

も
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
鈴
虫
の
飼
育
法
で

は
、｢

私
は
人
の
か
う
を
子
供
の
時
見
し
計
、
よ
く
ハ
か
ひ
立
や
う
知
ら
す｣

｢

人
の
世
話
致
手
伝
ゆ
へ
極
よ
く
ハ
知
ら
す｣

と
、
子
供
の
頃
の
見
聞
と
い
う

古
い
記
憶
で
あ
り
、
詳
し
い
飼
育
法
は
知
ら
な
い
こ
と
や
、
少
し
手
伝
っ
た
に

過
ぎ
ず
実
際
に
自
ら
が
飼
育
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
え
て
記
載
し

て
い
る

(

８)

。
こ
の
よ
う
に
実
体
験
か
、
そ
れ
と
も
伝
聞
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
書

き
分
け
て
い
る
様
子
は
、
本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
充
真
院
が
と
っ
た
姿
勢

と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
著
作
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
充
真
院
は
読
者
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
鴛
鴦
の
飼
育
法
を
ま
と
め
た

｢

お
し
鳥
子
を
取
法｣

や
、
山

舞
蝶

(

山
繭
蛾
の
こ
と)

の
飼
育
法
で
あ
る

｢

山
舞
か
い
立
る
事｣

の
記
述
か

ら
窺
え
る
。
鴛
鴦
の
飼
育
法
の
文
末
に
は
、｢

少
シ
計
書
置
し
ゆ
へ
、
又
よ
く

知
る
人
ニ
た
づ
ね
べ
し｣

(

傍
点
筆
者)

と
あ
り
、
こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
自

・
・
・
・
・

分
が
知
っ
て
い
る
わ
ず
か
な
知
識
の
み
を
し
た
た
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
飼
育
法
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
に
尋
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
記
し

て
い
る

(

９)

。
さ
ら
に
、
山
繭
蛾
に
つ
い
て
も
文
末
で
、｢

私
ハ
委
敷
世
話
も
致
不

申
候
ま
ゝ
、
書
留
る
程
ニ
ハ
申
さ
れ
ず
、(

中
略)

此
く
ら
い
と
申
事
を
し
ら
・
・

す
也｣

(

傍
点
筆
者)

と
あ
る
よ
う
に
、
第
三
者
に
伝
え
る
意
識
、
つ
ま
り
読

・
・

み
手
を
想
定
し
な
が
ら
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(

�)

。
も
っ
と
も
充
真
院
が

意
識
し
て
い
た
読
者
と
は
、
自
分
の
身
近
に
い
る
人
々
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
一
つ
の
著
作
と
し
て
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
。
実
は

作
成
途
中
の
段
階
の
ま
ま
で
一
冊
に
装
丁
さ
れ
た
、
い
わ
ば
未
完
本
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
原
本
の
記
載
状
況
や
余
白
の
様
子
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

お
お
ま
か
に
は
、
前
半
が
清
書
で
目
次
と
本
文
か
ら
な
り
、
後
半
に
は
本
文
の

草
稿
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る

(

�)

。
目
次
は
四
三
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が

(

�)

、
一

方
、
収
載
さ
れ
て
い
る
本
文
は
一
一
九
項
目
も
あ
る
。
清
書
し
た
目
次
に
し
て

も
順
が
乱
れ
て
い
た
り
、
目
次
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
本
文
も
あ
る
。
清
書
の

部
分
も
、
本
来
な
ら
ば
さ
ら
に
調
整
の
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
充
真
院
自
ら
が
、
清
書
と
草
稿
を
共
に
一
冊
に
ま
と
め
た
の
か
、

そ
れ
と
も
充
真
院
没
後
に
遺
族
も
し
く
は
御
付
の
者
が
充
真
院
の
遺
品
で
あ
る

お
手
元
本
を
整
理
し
た
際
に
、
完
成
部
分
と
草
稿
を
、
と
り
あ
え
ず
一
冊
に
ま

と
め
た
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
さ
だ
か
な
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。

清
書
と
草
稿
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
物
の
体
裁
と
し
て
は
完
成
度

を
欠
く
と
み
な
さ
れ
て
も
い
た
し
か
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
一
方
で
、
清
書
と
草
稿
を
比
較
す
る
と
推
敲
の
様
子
が
窺
え
る
点
、
お
よ

び
、
草
稿
に
は
ま
と
め
た
も
の
の
、
清
書
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
多
彩
な
内

容
に
つ
い
て
も
、
充
真
院
が
関
心
を
向
け
た
分
野
を
よ
り
広
く
知
る
こ
と
が
で

き
る
点
は
貴
重
で
あ
る
。
草
稿
の
部
分
に
し
て
も
、
第
二
部
と
し
て
目
次
を
作

成
し
て
本
文
を
整
え
る
予
定
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う

な
視
点
で
眺
め
れ
ば
、
本
書
は
さ
ら
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
不
徹
底
に
思

え
る
収
載
状
況
と
は
い
え
、
充
真
院
が
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
書
き
留
め
た
事

項
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
む
し
ろ
草
稿
の
混
入
は
、
著
作
に
豊
か
な

魅
力
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

本
文
の
内
容
は
、
身
体
に
関
す
る
治
療
法
や
ま
じ
な
い
、
飼
育
法
、
迷
信
、

怪
異
な
ど
に
大
別
で
き
る
。
治
療
法
と
ま
じ
な
い
の
記
述
は
、
混
沌
と
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
当
時
の
認
識
と
し
て
は
、

ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
簡
潔
な
短
文
が

主
で
あ
り
、
項
目
数
と
し
て
は
も
っ
と
も
多
い
。
飼
育
法
が
そ
れ
に
続
い
て
多

く
見
ら
れ
る
が
、
記
載
と
し
て
は
一
項
目
に
多
く
の
分
量
を
費
や
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
、
身
体
に
関
す
る
治
療
や
ま
じ
な
い
の
記
述
と
比
較
す
る
と
対
象
的
で

あ
る
。
怪
異
や
迷
信
は
数
と
し
て
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
お
よ
び
明

治
時
代
前
期
を
生
き
た
人
物
の
意
識
を
窺
い
知
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
。
全
体

の
傾
向
と
し
て
は
、
生
活
の
知
恵
を
ま
と
め
た
著
作
と
い
え
よ
う
。
治
療
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
民
間
療
法
と
共
通
す
る
事
柄
が
あ
る
点
は
興
味
深

い
。
生
き
物
の
飼
育
法
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
飼
育
法
に
応
用
で
き
る
も
の
も

あ
れ
ば
、
大
名
家
な
ら
で
は
の
飼
育
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
飼

育
法
、
治
療
法
と
ま
じ
な
い
、
迷
信
と
怪
異
の
順
で
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
特
に
最
初
に
扱
う
飼
育
法
の
対
象
と
な
っ
た
生
き
物
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
き
た
い
。
充
真
院
が
本
書
に
書
き
と
め
た
生
き
物
は
、
鴛
鴦
・
金
鳩
・
鶏
・

山
繭
蛾
・
金
魚
・
河
鹿
・
鈴
虫
・
猫
・
蚕
・
ぜ
に
亀
・
松
虫
・
草
雲
雀
・
丹
頂

な
ど
で
あ
る
。
な
か
で
も
金
魚
や
鈴
虫
、
猫
な
ど
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

も
、
さ
ら
に
は
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
育
て
る
楽
し
み
・
鑑
賞
す
る
楽

し
み
・
慈
し
む
楽
し
み
を
味
わ
う
ペ
ッ
ト
と
し
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
生
き
物

た
ち
で
あ
る
。
一
方
、
鴛
鴦
や
丹
頂
の
飼
育
は
、
広
い
屋
敷
地
を
所
有
す
る
大

名
家
だ
か
ら
こ
そ
の
飼
育
で
あ
り
、
と
り
わ
け
優
美
な
姿
と
大
き
な
個
体
で
あ

る
丹
頂
は
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
記
載
は
充
真
院
本
人
が
実
際
に

飼
育
し
た
生
き
物
と
、
実
際
に
飼
っ
た
こ
と
は
な
い
が
飼
育
法
や
そ
れ
に
関
し

て
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
物
と
の
両
方
が
あ
る
。
実
際
に
飼
育
し
た
経
験
が

あ
る
も
の
は
、
鴛
鴦
・
金
鳩
・
山
繭
蛾
・
金
魚
・
河
鹿
・
猫
・
蚕
・
丹
頂
で
あ

る
。充

真
院
は
人
生
の
な
か
で
、
様
々
な
生
き
物
を
育
て
る
こ
と
を
楽
し
ん
だ
が
、
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と
り
わ
け
詳
し
く
飼
育
法
を
書
き
留
め
た
の
は
、
鴛
鴦
・
山
繭
蛾
・
蚕
・
金
魚

で
あ
る
。
本
稿
で
は
鳥
類
・
昆
虫
・
そ
の
他
の
順
で
み
て
ゆ
こ
う
。

(

１)
『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

は
、
藩
政
史
料
と
し
て
名
高
い
一
連
の

｢

内
藤
家
文
書｣

と
は
別
に
、
平
成
五
年
に
当
時
の
内
藤
家
当
主
の
内
藤
政
道
氏

よ
り
寄
贈
を
う
け
た
書
籍
群
九
〇
点
・
一
七
六
冊
の
中
の
一
本
で
あ
る
。
本
書
が

掲
載
さ
れ
た
目
録
は
、『

内
藤
家
文
書
増
補
・
追
加
目
録(

５)

内
藤
政
道
氏
寄
贈

書』
(

明
治
大
学
刑
事
博
物
館
編
集
、
平
成
六
年)

で
あ
る
。
架
号
は
、
同
書
の

一
二
頁
に
、(

２)

充
真
院

(
繁
子)

関
係(

Ⅰ)

の
史
料
番
号
十
七
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。
目
録
に
は
本
書
に
つ
い
て
、｢

雑
記｣

と
注
記
が
あ
る
。
な
お
、
本

書
は
、
宮
崎
県
延
岡
市
の
市
民
グ
ル
ー
プ

｢

充
真
院
を
学
ぶ
会｣

の
会
員
諸
氏
に

よ
り
全
文
が
翻
刻
さ
れ
、
平
成
十
七
年
に
明
治
大
学
博
物
館
か
ら

『

内
藤
家
文
書

増
補
・
追
加
目
録
９

延
岡
藩
主
夫
人

内
藤
充
真
院
繁
子
著
作
集
１』

と
し
て

刊
行
さ
れ
、
よ
り
身
近
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

(

以
下
、
翻
刻

本
と
略
し
て
表
す)

。
刊
行
の
際
に
、
充
真
院
の
著
作
の
特
徴
で
あ
る
挿
絵
を
再

現
し
て
あ
る
の
で
、
原
本
の
雰
囲
気
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
楽
し
く
読
み
進

め
ら
れ
る
。
以
下
、
本
稿
で
本
書
の
記
載
部
分
を
示
す
折
に
は
、
翻
刻
本
の
頁
を

示
す
こ
と
と
す
る
。
翻
刻
本
に
は
読
点
を
施
し
て
あ
る
が
、
本
稿
に
引
用
す
る
際

に
、
よ
り
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
読
点
を
追
加
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
な

お
、
翻
刻
本
は
翻
刻
の
段
階
で
濁
点
を
施
し
て
あ
る
が
、
原
文
に
は
ご
く
例
外
的

に
し
か
濁
点
は
施
し
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
引
用
の
折
に
原
文
に
忠
実
に
表

記
す
る
。

(

２)
｢

か
し
か
と
云
蛙
の
事｣

は
、
翻
刻
本
の
七
〇
頁
、｢

蛇
よ
け
の
御
守｣

は
七
七

頁
で
あ
る
。

(

３)

晩
年
に
文
筆
活
動
に
勤
し
ん
だ
江
戸
時
代
後
期
の
女
性
と
し
て
近
年
著
名
に
な
っ

た
人
物
と
し
て
は
、
旗
本
家
の
夫
人
で
あ
る
井
関
隆
子
が
い
る
。
井
関
隆
子
は
天

明
五
年

(

一
七
八
五)

生
ま
れ
で
、
天
保
十
年

(

一
八
三
九)

の
五
十
四
歳
の
頃

｢

さ
く
ら
雄
が
物
か
た
り｣

を
草
し
、
天
保
十
二
年

(

一
八
四
一)

の
五
十
六
歳

か
ら
没
年
の
同
十
五
年

(

一
八
四
四)

に
か
け
て
、
深
い
教
養
と
持
ち
前
の
好
奇

心
・
批
判
精
神
を
背
景
に
、
当
時
の
世
相
・
幕
政
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
克
明

な
日
記
を
残
し
た
人
物
で
あ
る

(

井
関
隆
子
に
つ
い
て
は
、
深
沢
秋
夫
氏
の

『

井

関
隆
子
日
記』

(

全
三
巻
、
勉
誠
社
、
上
巻
は
昭
和
五
十
三
年
・
中
巻
は
同
五

十
五
年
・
下
巻
は
同
五
十
六
年)

、『

井
関
隆
子
の
研
究』

(

和
泉
書
院
、
平
成

十
六
年)

、『

旗
本
夫
人
が
見
た
江
戸
の
た
そ
が
れ

井
関
隆
子
の
エ
ス
プ
リ

日
記

』
(

文
藝
新
書
、
平
成
十
九
年)

に
よ
る)

。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
い
ず

れ
も
井
関
隆
子
が
晩
年
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
点
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
充
真

院
の
著
作
、
お
よ
び
代
表
作
と
い
う
べ
き
著
名
な
四
冊
の
紀
行
文
と
共
通
し
て
い

る
。
当
時
の
上
流
階
級
の
中
で
も
教
養
深
い
女
性
に
と
っ
て
、
隠
居
と
し
て
生
活

が
保
障
さ
れ
た
晩
年
期
の
す
ご
し
方
と
し
て
、
著
作
に
勤
し
む
こ
と
は
、
知
的
好

奇
心
を
充
足
さ
せ
る
楽
し
み
で
あ
り
、
生
き
が
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(

４)

翻
刻
本
の
九
八
頁
。

(

５)

右
同
書
、
七
一
頁
。

(

６)

右
同
書
、
七
〇
頁
。

(

７)

右
同
書
、
七
二
頁
で
あ
る
。

(

８)

前
者
は
右
同
書
、
七
一
頁
。
後
者
は
九
五
頁
。

(

９)

右
同
書
、
六
四
頁
。

(

10)

右
同
書
、
六
六
頁
。

(

11)

原
本
を
見
る
と
、
丁
の
終
わ
り
に
不
自
然
す
ぎ
る
大
き
な
余
白
が
見
ら
れ
る
箇

所
が
四
つ
あ
り
、
さ
ら
に
丁
が
改
ま
っ
た
部
分
の
前
後
の
文
が
整
合
性
の
な
い
場

合
が
二
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
来
は
別
々
に
作
成
し
て
い
た
草
稿
を
、
後
に
一

書
に
ま
と
め
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

(

12)

目
次
の
項
目
数
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
の
原
本
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
目
次
は
四
三
項
目
で
あ
る
が
、
翻
刻
本
は
四
四
項
目
で
あ
り
一
項
目
多

い
。
そ
の
部
分
は
翻
刻
本
の
目
次

(

三
頁)

の
最
後
に
示
し
て
あ
る

｢

五
月
雨
入

と
冬
至
を
知
る
法｣

で
あ
る
。
翻
刻
作
業
、
も
し
く
は
活
字
化
作
業
の
過
程
で
誤
っ

て
混
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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２

鳥
の
飼
育
法

本
章
で
は
、
鴛
鴦
・
金
鳩
・
丹
頂
・
鶏
に
つ
い
て
扱
う
。
ま
ず
、
鴛
鴦
の
飼

育
か
ら
見
て
み
よ
う

(

１)

。
充
真
院
は
、
鴛
鴦
の
飼
育
法
に
つ
い
て
、｢

少
し
計
書

置
し
ゆ
へ
、
又
よ
く
知
る
人
ニ
た
つ
ね
へ
し｣

と
述
べ
て
い
る

(

２)

。
少
し
だ
け
記

す
と
か
、
詳
し
く
知
っ
て
い
る
人
に
尋
ね
る
よ
う
に
と
、
謙
虚
な
姿
勢
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
、
な
か
な
か
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

充
真
院
が
鴛
鴦
を
飼
育
し
た
の
は
日
向
国
延
岡
に
居
を
移
し
て
い
た
頃
の
こ

と
で
あ
る
。｢

西
之
丸
辺
の
御
屋
敷
ニ
て
は
、
庭
に
池
ほ
り
…｣

と
い
う
文
章

は
、
延
岡
城
の
西
の
丸
の
近
隣
に
充
真
院
の
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る

(

３)

。

延
岡
城
と
充
真
院
の
屋
敷
は
、
五
ヶ
瀬
川
と
大
瀬
川
の
間
に
位
置
し
て
お
り
、

水
鳥
が
身
近
に
生
息
す
る
環
境
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
屋
敷
の
庭
に
池
を
掘
っ
て
、

飛
来
し
た
鴛
鴦
を
飼
育
し
た
の
で
あ
る
。
延
岡
の
屋
敷
地
な
ら
で
は
の
環
境
に

即
し
た
飼
育
と
い
え
る
。

延
岡
に
充
真
院
が
居
住
し
て
い
た
時
期
は
、
文
久
三
年

(

一
八
六
三)
六
月

か
ら
慶
応
元
年

(

一
八
六
五)

三
月
、
お
よ
び
同
四
年

(

一
八
六
八)

六
月
か

ら
明
治
五
年
一
月

(

一
八
七
二)

で
あ
る

(

４)

。
す
な
わ
ち
、
充
真
院
が
六
十
四
歳

か
ら
六
十
六
歳
、
お
よ
び
六
十
九
歳
か
ら
七
十
三
歳
の
頃
に
相
当
す
る
。
こ
の

期
間
の
う
ち
、
何
年
に
鴛
鴦
を
飼
育
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
年
を
絞
り
込

む
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
晩
年
期
の
慰
み
と
し
て
の

飼
育
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

鴛
鴦
の
飼
育
に
つ
い
て
の
記
載
は
、
庭
に
鴛
鴦
を
呼
び
込
み
卵
を
産
ま
せ
る

方
法
か
ら
は
じ
ま
り
、
孵
化
、
お
よ
び
孵
化
し
た
雛
を
親
か
ら
離
し
て
手
元
で

育
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
飼
育
方
法
や
注
意
事
項
な
ど
で
あ
る
。
挿
絵
が
二
つ

あ
り
、
一
つ
は
卵
を
産
ま
せ
る
た
め
の
巣
箱
、
も
う
一
つ
は
そ
の
巣
箱
を
庭
の

池
の
と
こ
ろ
に
設
置
し
た
様
子
を
描
い
て
い
る
。

飼
育
は
、
成
鳥
の
鴛
鴦
を
庭
の
池
に
呼
び
寄
せ
て
、
仕
掛
け
て
お
い
た
巣
箱

に
卵
を
生
ま
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
当
時
、
二
つ
の
河
川
に
挟
ま
れ
た
場
所

に
あ
る
延
岡
城
の
お
堀
に
は
、
鴛
鴦
が
生
息
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
屋
敷
に

飛
来
さ
せ
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
庭
に
池
を
掘

り
、
あ
ら
か
じ
め
捕
ら
え
て
お
い
た
鴨
や
家
鴨
な
ど
の
水
鳥
を
、
風
切
羽
を
切

り
逃
げ
な
い
よ
う
に
し
て
、
池
に
放
し
て
お
く

(

５)

。
そ
う
す
る
と
、｢

外
よ
り
友

居
し
侭
、
日
々
池
に
参
り
居
、
友
ニ
ゑ
な
と
た
へ
る

(

６)｣

、
す
な
わ
ち
、
鴛
鴦
は

水
鳥
が
庭
の
池
に
い
る
様
子
を
見
て
、
仲
間
が
い
る
の
で
安
心
だ
と
思
い
、
池

に
飛
来
し
て
一
緒
に
餌
を
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
庭
の
高
い
木
に

巣
箱
が
あ
る
こ
と
に
鴛
鴦
が
気
づ
き
、
こ
れ
を
木
の
う
ろ
と
思
い
、
こ
こ
に
巣

を
作
り
卵
を
産
む
、
と
い
う
段
取
り
で
あ
る
。
池
を
掘
っ
た
り
、
水
鳥
を
捕
獲

し
た
り
と
、
準
備
が
大
掛
か
り
で
あ
り
人
手
も
か
か
る
。
ま
さ
し
く
大
名
家
な

ら
で
は
の
生
き
物
飼
育
で
あ
る
。

鴛
鴦
が
巣
箱
内
に
つ
く
る
巣
に
つ
い
て
、
充
真
院
は
こ
ま
や
か
な
描
写
と
感

想
を
示
し
て
い
る
。
巣
箱
に
藁
を
半
分
ぐ
ら
い
入
れ
て
お
く
と
、
藁
を

｢

こ
と

如
く
き
れ
い
に
を
の
や
う
に
さ
き
、
其
上
え
自
分
の
羽
根
を
ぬ
き
、
わ
た
の
様

に
し
て
其
中
え
玉
子
う
む
、
誠
に
よ
き
細
工
な
り｣

と
あ
る

(

７)

。
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卵
の
孵
化
に
つ
い
て
は
、
三
十
日
目
に
孵
化
す
る
こ
と
、
一
、
二
日
は
遅
れ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
つ
も
り
で
待
つ
こ
と
、
八
十
八
夜
前
に
生
ん
だ
卵

は
よ
く
孵
化
す
る
が
、
そ
の
後
の
も
の
は
孵
化
し
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど

を
説
明
し
て
い
る
。

雛
が
成
長
し
風
切
羽
が
丈
夫
に
な
る
と
、
親
鳥
が
雛
を
ど
こ
か
に
連
れ
て
い
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
時
期
を
見
計
ら
っ
て
、
雛
を
と
り
あ
げ
て
、
籠

に
入
れ
て
手
元
で
飼
育
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
も
よ
い
方
法
は
、

孵
化
す
る
前
に
卵
を
巣
か
ら
取
り
出
し
、
巣
鳥

(

卵
を
か
え
す
役
目
の
鳥)

を

取
り
寄
せ
て
、
そ
れ
に
抱
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

飼
育
上
の
注
意
点
と
し
て
は
、
逃
が
さ
な
い
た
め
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。

鴛
鴦
は
水
鳥
な
の
で
、
外
で
遊
ば
せ
る
時
は
逃
げ
る
可
能
性
が
あ
り
油
断
で
き

な
い
の
で
、
水
溜
を
拵
え
、
そ
の
上
に
網
を
か
ぶ
せ
て
遊
ば
せ
れ
ば
安
心
で
あ

る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
雛
鳥
が
成
長
し
て
き
て
、
羽
が
伸
び
て
き
た
ら
、
風
切

羽
を
切
り
、
飛
翔
力
を
奪
う
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
。

一
方
、
鴛
鴦
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
実
際

に
、
充
真
院
は
鴛
鴦
を
何
物
か
に
捕
ら
れ
て
し
ま
っ
た
苦
い
体
験
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、｢

私
ハ
く
る
り
へ
い
有
所
ゆ
へ
、
気
つ
か
い
な
し
と
、
子
共
を

付
置
し
所
、
食
事
ニ
参
り
候
う
ち
ニ
鳥
と
ら
れ
、
羽
一
ツ
見
へ
す
、
由
断
の
な

ら
ぬ
も
の
也｣

、
す
な
わ
ち
敷
地
の
周
り
に
く
る
り
塀
を
廻
ら
し
て
あ
る
の
で
、

心
配
な
い
と
思
い
、
子
供
に
見
張
り
を
さ
せ
て
食
事
の
為
に
席
を
は
ず
し
て
い

る
間
に
、
鴛
鴦
を
捕
ら
れ
て
し
ま
い
、
羽
の
一
つ
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る

(

８)

。

こ
の
犯
人
に
つ
い
て
、
右
の
文
中
に
は
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
が
、
塀
が

あ
れ
ば
本
来
な
ら
ば
侵
入
を
防
げ
る
と
思
わ
れ
る
物
ゆ
え
、
猛
禽
類
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
犯
人
は
、
い
た
ち
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
鴛
鴦
に
関
す
る
文
の
末
尾
に
、｢

地
よ
り
い
た
ち
抔
い
ら
ぬ
よ
う
ニ
致

度
ば
、
地
を
一
寸
も
ほ
り
て
、
夫
え
は
ま
く
り
貝
を
た
ゝ
き
こ
は
し
て
し
き
り

ニ
す
れ
ば
、
地
を
く
ゝ
り
、
其
所
へ
ハ
は
い
ら
れ
ぬ
と
の
事｣

と
、
い
た
ち
の

侵
入
を
防
ぐ
方
法
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る

(

９)

。｢

地
を
く
ゝ
り｣

と
は
、
何

ら
か
の
障
害
物
が
あ
る
の
で
地
面
を
掘
り
、
そ
の
下
を
く
ぐ
っ
て
侵
入
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
い
た
ち
が
塀
の
下
を
掘
っ
て
侵
入
し
て
き
た
こ

と
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
記
載
で
あ
ろ
う
。

鴛
鴦
を
飼
育
す
る
充
真
院
の
温
か
な
眼
差
し
を
感
じ
る
記
述
を
、
二
つ
ほ
ど

紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
め
は
、｢

水
鳥
の
事
ゆ
へ
、
水
ニ
入
て
は
又
親
鳥
の

せ
な
か
へ
の
り
し
ま
ゝ
、
せ
な
か
水
た
ら
け
に
な
れ
ど
も
、
親
庭
鳥
ハ
わ
か
子

と
思
悦
居
、
し
せ
う
の
事
と
お
も
ふ
、
虫
な
そ
取
て
よ
ひ
て
や
る
其
心
根
、
ふ

ひ
ん
と
存
候｣

で
あ
る

(

�)

。
鴛
鴦
の
雛
が
、
庭
に
い
る
水
鳥

(

風
切
羽
を
切
ら
れ

た
鴨
や
家
鴨)

の
背
中
に
乗
っ
て
い
る
様
子
、
お
よ
び
水
鳥
が
鴛
鴦
の
雛
に
虫

を
捕
っ
て
与
え
て
い
る
様
子
を
、
充
真
院
は
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
当

の
親
子
で
は
な
い
の
に
、
雛
が
水
鳥
を
親
の
よ
う
に
慕
っ
た
り
、
水
鳥
も
雛
を

自
分
の
子
供
の
よ
う
に
世
話
を
や
い
て
い
る
様
子
を
、
充
真
院
は
微
笑
ま
し
く

も
、
不
憫
さ
も
噛
み
締
め
つ
つ
眺
め
て
い
る
様
子
が
窺
い
知
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
雛
の
巣
箱
に
か
け
た
足
場
を
雛
が
登
っ
て
ゆ
く
様
子
に
つ
い

て
で
、｢

夫
�
よ
ち
�
�
と
登
り
穴
ニ
入｣

と
記
し
て
い
る

(

�)

。
雛
が
お
ぼ
つ
か
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な
い
足
取
り
で
巣
箱
に
戻
っ
て
い
く
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
特
に
幼

い
生
き
物
の
姿
は
愛
ら
し
く
、
飼
育
す
る
者
の
心
を
温
か
く
満
た
す
の
は
、
昔

も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
充
真
院
も
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ

る
。鴛

鴦
の
飼
育
は
、
充
真
院
の
御
付
の
者
も
手
伝
っ
て
い
た
。｢

千
よ｣

と
い

う
者
の
名
前
が
具
体
的
に
出
て
く
る

(

�)

。｢

千
よ｣

は
鴛
鴦
の
巣
箱
に
、
足
場
を

設
置
す
る
の
を
手
伝
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
述
し
た
よ
う
に
子
供
に
少
し
の

間
、
見
張
り
を
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
鴛
鴦
の
飼
育
は
水
溜
の
上
に
か
け
て
い
た
糸
製
の
網
が
、

ほ
ど
な
く
腐
れ
て
切
れ
て
し
ま
い
、
金
網
で
な
け
れ
ば
危
険
と
思
わ
れ
た
の
で
、

そ
れ
を
契
機
に
止
め
た
と
い
う

(

�)

。
こ
の
こ
と
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
育
て
て
い

た
鴛
鴦
を
捕
ら
れ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
鴛
鴦
を
飼
育
し
た
回
数
は

少
な
く
と
も
二
回
で
あ
り
、
飼
育
と
し
て
は
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で

あ
る
。

次
に
金
鳩
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う

(

�)

。
金
鳩
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
量
的
に

は
少
な
い
も
の
の
、
手
間
を
か
け
て
丁
寧
に
育
て
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

飼
育
の
第
一
歩
は
、
金
鳩
を
庭
に
呼
び
寄
せ
て
巣
を
作
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

鳥
籠
を
設
置
し
て
そ
の
中
に
棚
を
設
け
、
巣
の
材
料
に
な
る
も
の
を
入
れ
て
お

く
と
、
金
鳩
が
や
っ
て
き
て
卵
を
産
む
の
で
、
そ
の
準
備
か
ら
始
め
る
。
卵
は

二
十
日
で
孵
化
す
る
。

金
鳩
の
雛
は
、
羽
が
生
え
揃
う
ほ
ど
に
な
っ
た
頃
、
二
日
続
き
で
巣
か
ら
落

下
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
何
度
も
続
い
た
の
で
、
充

真
院
は
残
念
に
思
い
、
金
鳩
飼
育
の
名
人
に
教
え
を
乞
う
こ
と
に
し
た
。
名
人

に
よ
る
と
、
原
因
は
餌
が
足
り
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
雛
は
餌
を
求
め
て
、

落
ち
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
名
人
に
鳥
籠
ご
と
雛
を
預
け

る
こ
と
に
し
た
。
名
人
は
、
粉
米
を
少
し
冷
や
し
て
手
に
握
っ
て
、
小
指
の
間

か
ら
細
く
出
し
た
も
の
を
雛
の
嘴
に
添
え
る
と
、
雛
は
親
が
餌
を
与
え
て
く
れ

て
い
る
と
思
い
、
よ
く
餌
を
食
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
切
に
育
て
て
い
る
う
ち

に
、
雛
は
餌
が
欲
し
く
な
っ
た
折
に
人
の
足
音
が
聞
こ
え
る
と
、｢

ひ
よ
ひ
よ｣

と
鳴
い
て
餌
を
ね
だ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
実
に
か
わ
い
い
盛
り
で
あ
る
。

雛
は
皆
に
す
っ
か
り
な
つ
い
た
。
そ
の
後
、
蛤
の
貝
殻
に
卵
の
黄
身
を
の
せ

て
与
え
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
雛
は
黄
身
を
喜
ん
で
食
べ
た
。
そ
の
様
子
に

つ
い
て
、｢

き
ミ
入
や
る
と
悦
、
ゑ
ふ
く
ろ
よ
り
き
み
す
き
ミ
ゆ
る
を
見
、
や

め
申
候｣

と
あ
る

(

�)

。
雛
鳥
特
有
の
餌
袋
に
、
食
べ
た
黄
身
が
透
け
て
見
え
る
の

で
、
黄
身
の
溜
ま
り
具
合
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
餌
を
与
え
る
量
を
加
減
す

る
。
雛
に
餌
を
自
ら
の
手
か
ら
与
え
る
喜
び
や
、
雛
に
な
つ
か
れ
て
い
と
お
し

さ
を
感
じ
る
な
ど
、
ふ
れ
あ
い
を
満
喫
し
た
の
で
あ
る
。｢

三
四
寸
程
よ
り
い

つ
も
�
�
左
様
ニ
致
候
へ
ば
、
よ
く
そ
た
ち
申
候｣

と
あ
る
よ
う
に
、
大
切
に

育
て
た
雛
は
立
派
に
成
長
し
た

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
充
真
院
は
金
鳩
の

飼
育
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。｢

度
々
世
話
故
、
末
ニ
ハ
好
候
人
ニ
遣
し
や
り
ぬ｣

と
あ
る
よ
う
に
、
後
に
は
金
鳩
が
好
き
な
人
に
譲
り
、
飼
育
に
終
止
符
を
打
っ

た

(

	)

。丹
頂
に
つ
い
て
は
、｢

誠
ニ
め
い
鳥
と
い
へ
は
、
お
も
し
ろ
ミ
少
シ｣

と
充

真
院
は
感
想
を
述
べ
て
い
る

(


)

。
そ
の
容
姿
の
美
し
さ
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、

日向国延岡藩内藤充真院の好奇心 81( 8 )



前
述
し
た
鴛
鴦
や
金
鳩
を
愛
玩
の
対
象
と
し
て
慈
し
ん
で
い
た
様
子
と
は
大
違

い
で
あ
る
。｢

庭
の
泉
水
ニ
網
も
か
け
す
、
昼
夜
共
は
な
し
か
い｣

と
あ
る
よ

う
に
、
丹
頂
は
屋
敷
の
庭
に
終
日
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
い
た
。
不
審
な
物
に
気

づ
く
と
、
丹
頂
は
警
戒
し
て
平
生
と
は
異
な
る
鳴
き
声
を
出
す
の
で
、
用
心
の

た
め
に
な
り
、
し
か
も
い
た
ち
が
侵
入
し
て
く
る
と
、
嘴
で
突
付
き
殺
し
て
し

ま
う
。
本
来
的
に
は
鑑
賞
用
の
鳥
で
あ
る
が
、
実
に
逞
し
い
鳥
で
あ
り
、
鴛
鴦

や
金
鳩
の
よ
う
に
雛
か
ら
育
て
て
慈
し
む
悦
び
を
味
わ
う
鳥
と
は
、
異
な
る
の

で
あ
る
。
幼
鳥
を
飼
育
す
る
方
法
に
関
す
る
記
載
が
全
く
な
い
の
は
、
内
藤
家

の
丹
頂
は
成
長
し
た
も
の
を
飼
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鳥
類
の
最
後
と
し
て
、
鶏
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う

(

�)

。
充
真
院
が
鶏
を
実
際

に
飼
っ
た
様
子
は
窺
え
な
い
が
、
飼
育
に
お
け
る
知
恵
を
書
き
留
め
て
い
る
。

充
真
院
は
鶏
を
、
卵
を
生
産
す
る
た
め
の
鳥
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
食
料
の
供
給
源
と
し
て
の
効
率
を
如
何
に
あ
げ
る
か
、
如
何
に
し
て
質
の

良
い
卵
を
産
ま
せ
る
か
と
い
う
点
が
関
心
事
項
で
あ
る
。｢
鶏
に
日
々
玉
子
う

ま
せ
ん
と
思
ふ
ニ
ハ
、
た
へ
す
む
き
み
を
日
々
に
沢
山
や
れ
は
、
き
ハ
め
て
生

な
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
毎
日
卵
を
産
ま
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
常
に
貝
の

剥
き
身
を
沢
山
与
え
る
こ
と
、
そ
う
す
れ
ば
新
鮮
な
卵
を
産
む
と
い
う

(

�)

。

さ
ら
に
、
鶏
の
蚤
を
駆
除
す
る
に
は
、
猫
の
病
気
や
蚤
の
駆
除
の
薬
と
し
て

用
い
ら
れ
る

｢

う
や
く｣

す
な
わ
ち
烏
薬
を
煎
じ
た
湯
に
入
れ
る
と
良
い
と
伝

聞
を
書
き
留
め
て
い
る

(

�)

。

飼
育
者
側
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
は
、
鶏
の
羽
に
羽
虫
が
わ
き
、
そ
れ
が
人

に
伝
染
す
る
時
は
、｢

羽
お
し
ろ
い｣

と
い
う
物
を
よ
く
擦
り
付
け
れ
ば

｢

其

か
ゆ
み
と
れ
る
由｣

と
伝
聞
と
し
て
得
た
知
識
を
記
し
て
あ
る

(

�)

。

鶏
に
関
す
る
記
載
は
、
実
際
に
身
近
に
い
た
鴛
鴦
・
金
鳩
・
丹
頂
の
記
載
と

比
較
す
る
と
、
淡
々
と
し
た
筆
致
で
あ
り
、
充
真
院
の
感
情
は
全
く
窺
え
な
い
。

(

１)

鴛
鴦
に
関
す
る
記
載
は
、
翻
刻
本
の
六
二
〜
四
頁
。

(

２)

右
同
書
、
六
四
頁
。

(

３)

右
同
書
、
六
二
頁
。
延
岡
で
の
充
真
院
の
居
所
は
、
本
丸
外
の
北
側
と
五
ヶ
瀬

川
の
間
で
あ
る
。
こ
の
屋
敷
地
は
、
現
在
の
本
小
路
に
位
置
す
る

(

現
在
地
に
つ

い
て
は
、
内
藤
記
念
館
学
芸
員
の
増
田
豪
氏
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た)

。『

色
々

見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

の

｢

牛
天
神
の
社
内
か
ら
見
お
ろ
し
た
る
気
色
…｣

(

八
三
頁)

の
挿
絵
に
、
西
の
丸
の
す
ぐ
近
く
に

｢

充
真
院
住
居｣

を
描
い
て
あ

る
。

(

４)

充
真
院
が
延
岡
に
居
住
し
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
明
治
大
学
博
物
館
編

『

内
藤
家
文
書
増
補
・
追
加
目
録
８

延
岡
藩
主
夫
人

内
藤
充
真
院
繁
子
道
中

日
記』

(

平
成
十
六
年)

の
二
二
六
〜
八
頁
や
、『

内
藤
家
文
書
増
補
・
追
加
目
録

９

延
岡
藩
主
夫
人

内
藤
充
真
院
繁
子
著
作
集
１』

の
一
八
五
〜
六
頁
に
記
し

て
あ
る
四
回
の
旅
の
時
期
に
関
す
る
説
明
を
参
考
に
し
た
。

(

５)

延
岡
城
の
お
堀
に
鴛
鴦
が
生
息
し
て
い
た
こ
と
や
、
鴛
鴦
を
呼
び
寄
せ
る
た
め

に
庭
の
池
に
放
し
た
水
鳥
は
鴨
と
家
鴨
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
充
真
院
が
作

成
し
た
無
題
の
史
料
で
あ
る

｢(

源
氏
目
録
の
長
歌
他)｣

(『

内
藤
家
文
書
増
補
・

追
加
目
録(

５)』

の(

３)

充
真
院

(

繁
子)

関
係(

Ⅱ)

の
史
料
番
号
四
四)

の
記

述
に
よ
る
。
当
該
部
分
は

｢

西
丸
辺
ニ
て
は
、
御
堀
ニ
居
候
を
し
鳥
、
庭
に
池
ほ

り
置
、
か
も
・
あ
ひ
る
の
類
は
な
ち
置
候
へ
は
、
と
も
に
つ
れ
ゝ
て
折
々
参
り
候｣

と
あ
る
。
こ
の
史
料
に
は
、『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

と
共
通
す
る

内
容
と
し
て
、
鴛
鴦
の
飼
育
法
と

｢

甲
州
な
ま
り
歌
僊｣

が
収
録
し
て
あ
る
。

(

６)
(

７)

翻
刻
本
、
六
二
頁
。

(

８)

右
同
書
、
六
三
頁
。

(

９)

右
同
書
、
六
四
頁
。
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(

10)

右
同
書
、

六
三
頁
。

(

11)
(

12)
(

13)

右
同
書
、
六
四
頁
。

(
14)

金
鳩
に
つ
い
て
は
右
同
書
、
六
四
〜
五
頁
。

(

15)
(

16)

右
同
書
、
六
四
頁
。

(

17)
(

18)

右
同
書
、
六
五
頁
。

(

19)

丹
頂
に
つ
い
て
は
右
同
書
、
九
〇
頁
。
後
述
し
た
丹
頂
に
つ
い
て
の
引
用
も
当

該
頁
で
あ
る
。

(

20)

鶏
に
つ
い
て
は
右
同
書
、
六
五
頁
、
七
一
頁
、
九
六
頁
、
一
〇
〇
頁
。
但
し
、

い
ず
れ
の
記
事
も
極
め
て
短
文
で
あ
る
。

(

21)

右
同
書
、
六
五
頁
。

(

22)

右
同
書
、
一
〇
〇
頁
。

(

23)

右
同
書
、
七
一
頁
。
同
様
の
記
載
が
九
六
頁
に
も
あ
る
。

３

昆
虫
の
飼
育
法

昆
虫
の
飼
育
法
と
し
て
、
山
繭
蛾
・
蚕
・
鈴
虫
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
ま

ず
、
山
繭
蛾
か
ら
ふ
れ
て
お
こ
う

(

１)

。
充
真
院
は

｢

山
舞
蝶｣

と
記
し
て
い
る
が
、

当
該
記
事
に
張
り
込
ん
だ
絵
か
ら
判
断
す
る
と
、｢

山
繭
蛾｣

の
こ
と
で
あ
る

(

２)

。

実
際
の
分
類
と
し
て
は
蛾
な
の
だ
が
、
充
真
院
は
蝶
と
認
識
し
て
い
た
。
山
繭

蛾
は

｢

山
蚕
蛾｣

と
も
表
記
し
、
繭
か
ら
て
ぐ
す
が
取
れ
る
の
で
、
本
来
は
蚕

と
同
様
に
収
穫
を
得
る
と
い
う
目
的
を
伴
う
飼
育
で
あ
る
。
冒
頭
の
部
分
に
、

｢

山
舞
も
か
い
し
ミ
れ
と
も
、
な
れ
ぬ
事
故
か
お
も
し
ろ
み
も
薄
シ｣

と
、
飼

育
し
た
も
の
の
面
白
み
を
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
の
で
、

充
真
院
に
と
っ
て
は
よ
ほ
ど
甲
斐
の
な
い
飼
育
だ
っ
た
の
で
あ
る

(

３)

。

山
繭
蛾
の
飼
育
は
、｢

外
よ
り
か
い

(

え)

り
し
を
も
ら
い｣

と
あ
る
よ
う
に
、
成

虫
を
譲
り
う
け
て
開
始
し
た

(

４)

。
飼
育
し
た
当
初
は
、
庭
の
植
木
を
山
繭
蛾
の
住

処
と
し
た
が
、
雀
に
取
ら
れ
て
数
が
段
々
減
っ
た
と
い
う
の
で
、
何
匹
も
飼
育

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
軒
下
か
ら
四
方
に
網
を
張
り
、
網
の
下
に

台
を
設
置
し
て
そ
の
上
に
花
を
植
え
て
水
を
湛
え
た
鉢
を
置
い
て
み
た
り
し
た

が
、
後
に
は
、
軒
か
ら
網
を
は
る
の
で
は
な
く
、
支
柱
を
四
本
立
て
た
と
こ
ろ

に
網
を
か
け
、
そ
の
下
に
植
木
の
鉢
を
設
置
す
る
よ
う
な
簡
素
な
も
の
に
変
更

し
て
い
る
。
簡
素
な
飼
育
設
備
に
つ
い
て
は
、
充
真
院
が
描
い
た
挿
絵
が
添
え

て
あ
る
。
右
の
記
述
に
よ
り
、
飼
育
す
る
場
所
や
設
備
を
三
回
変
更
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

網
を
張
っ
た
中
で
飼
育
し
た
も
の
の
、
逃
げ
出
す
山
繭
蛾
も
い
た
。
そ
の
こ

と
に
対
し
て
、｢

山
舞
は
き
や
う
義

(

行

儀)

悪
く
て
外
ニ
に
く
る
事
も
有
ゆ
へ
、
網
ハ

い
ろ
�
�
の
用
心｣

を
し
て
い
た
と
い
う

(

５)

。
行
儀
が
悪
い
と
い
う
擬
人
化
し
た

表
現
か
ら
、
充
真
院
の
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
同
時
に
、
充

真
院
が
山
舞
蛾
の
脱
走
を
防
ぐ
た
め
に
、
あ
れ
こ
れ
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
た

様
子
も
う
か
が
わ
れ
る
。

充
真
院
が
飼
育
し
た
山
繭
蛾
は
、
そ
の
後
、
卵
を
産
み
、
孵
化
す
る
こ
と
と

な
る
が
、｢

私
ハ
委
敷
世
話
も
致
不
申
候
ま
ゝ
、
書
留
る
程
ニ
ハ
申
さ
れ
ず｣

と
あ
る
よ
う
に

(

６)

、
二
代
目
に
な
る
山
舞
蛾
の
世
話
や
観
察
に
つ
い
て
の
記
述
は

な
い
。
も
ら
っ
て
き
た
一
代
目
の
山
繭
蛾
の
み
で
、
充
真
院
の
興
味
は
薄
れ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
繭
か
ら
て
ぐ
す
を
と
る
と
い
う
、
最
終
目
的
も
果
た

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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と
は
い
え
、
飼
育
し
て
い
た
山
繭
蛾
は
、
餌
と
し
て
与
え
た
樫
と
椚
の
葉
の

う
ち
、
樫
の
葉
の
方
を
好
ん
で
食
べ
て
い
た
旨
の
指
摘
が
あ
る
。
飼
育
し
て
い

た
限
り
に
お
い
て
は
、
餌
の
嗜
好
に
関
し
て
も
観
察
を
行
な
っ
て
い
た
。

山
繭
蛾
に
つ
い
て
は
、
成
虫
と
脱
皮
後
の
繭
の
様
子
を
描
い
た
絵
を
誰
か
か

ら
貰
い
、
前
述
し
た
よ
う
に
当
該
部
分
に
貼
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
、
本
物
と

見
ま
が
う
よ
う
な
、
極
め
て
写
実
的
な
筆
致
で
あ
る
。

次
に
蚕
の
飼
育
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
蚕
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
本
書
で

は
二
箇
所
に
収
載
し
て
あ
る
。
様
々
な
事
項
の
な
か
で
も
特
に
紙
数
を
費
や
し

て
い
る
が
、
清
書
に
加
え
て
草
稿
も
収
載
さ
れ
て
い
る

(

７)

。
記
載
自
体
が
詳
し
く

長
文
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
充
真
院
が
蚕
の
飼
育
に
つ
い
て
深
く
関
心
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
の
反
映
と
い
え
よ
う
。

蚕
の
飼
育
は
何
度
も
試
み
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
何
回
飼
育
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
三
回
以
上
は
育
て

て
い
る
。
そ
れ
は
、｢

お
光
死
た
る
秋｣
｢

又
一
と
し
古
川
ニ
て
子
共
悪
く
成
し

時｣

に
も
蚕
を
飼
育
し
て
お
り
、
そ
の
時
に
は
飼
育
に
失
敗
し
た
と
い
う

(

８)

。
二

回
失
敗
し
て
い
る
も
の
の
そ
れ
ら
は
例
外
で
あ
り
、
全
体
の
記
述
か
ら
は
成
功

し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、
飼
育
し
た
全
て
の
回
数
こ
そ
確
定
で

き
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
三
回
以
上
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

な
お
、
右
に
示
し
た

｢

お
光｣

と
は
、
孫
娘
の
光
姫
の
こ
と
で
あ
る
。
光
姫

は
慶
應
三
年

(

一
八
六
七)

八
月
に
病
死
し
た
の
で

(

９)

、
こ
の
年
に
蚕
を
充
真
院

が
飼
育
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
充
真
院
が
蚕
を
飼
育

し
て
い
た
の
は
、
こ
の
前
後
、
す
な
わ
ち
幕
末
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

蚕
の
飼
育
は
、
江
戸
と
延
岡
と
の
両
方
で
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
で
飼

育
し
て
い
た
こ
と
の
根
拠
は
、
右
に
示
し
た
光
姫
が
死
去
し
た
年
に
蚕
を
飼
っ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
光
姫
が
亡
く
な
っ
た
慶
應
三
年
八
月
に
は
、
充
真
院
は

江
戸
の
六
本
木
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
。
幕
府
が
参
勤
交
代
制
の
復
旧
を
図
っ
た

た
め
、
慶
応
元
年

(

一
八
六
五)

年
五
月
に
江
戸
に
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。

し
た
が
っ
て
、
江
戸
で
蚕
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

延
岡
で
蚕
を
飼
育
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
蚕

の
側
で
不
快
な
話
を
し
た
折
に
は
蚕
が
う
ま
く
育
た
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ

う
な
時
に
は
誰
か
に
蚕
を
一
旦
託
し
た
後
に
取
り
返
し
て
育
て
る
と
よ
い
と

｢

延
岡
ニ
て
委
敷
承
り
候｣

と
記
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
延
岡
で
蚕
を
飼
育
し
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
様
子
を
も
う
一
例
あ

げ
て
お
き
た
い
。
桑
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
蚕
を
入
れ
る
箱
に
関
す
る
説
明

の
部
分
に
、｢

延
岡
ニ
て
い
ふ
も
ろ
ふ
た｣

を
用
い
た
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

延
岡
で

｢

も
ろ
ふ
た｣

と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、｢

ひ
ろ
ふ
た｣

の
こ
と
で
あ

り
、
充
真
院
は
そ
の
箱
の
絵
を
描
い
て
説
明
し
て
い
る

(

�)

。

充
真
院
は
、
自
ら
の
蚕
の
飼
育
に
つ
い
て

｢

私
共
慰
ニ
か
う
ニ
ハ
…｣

と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
慰
め
と
し
て
飼
育
し
て
い
る
も
の
の
、｢

蚕

所
ニ
て
ハ
…｣

と
い
う
よ
う
に
、
本
格
的
な
飼
育
法
に
つ
い
て
も
知
識
と
し
て

吸
収
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
飼
育
の
工
夫
を
試
み
て
い
る

(

�)

。
は
じ
め
か
ら
必
要

最
低
限
の
知
識
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
ず
は
広
い
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
い

る
点
は
、
知
識
欲
の
旺
盛
な
充
真
院
の
人
柄
が
し
の
ば
れ
よ
う
。

蚕
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
手
方
法
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
。
既
に
卵
か
ら
孵
っ
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た
も
の
を
知
り
合
い
か
ら
も
ら
う
場
合
、
ま
た
は
種
紙
を
購
入
す
る
場
合
の
二

通
り
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
種
紙
の
販
売
は
所
に
も
よ
る
が
、
少
量
は
販
売
し

な
い
と
い
う
こ
と
も
添
え
て
い
る
。

卵
に
つ
い
て
は
、
孵
化
す
る
直
前
の
卵
が
紫
ば
む
こ
と
や
、
孵
化
し
そ
う
に

な
っ
た
ら
自
分
の
背
中
に
入
れ
て
、
体
の
温
か
み
を
加
え
れ
ば
一
度
に
か
え
る

こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
桑
の
葉
の
芽
が
出
て
く
る
時
期
で
な
い
と
餌
に
困
る

の
で
、
そ
の
場
合
は
温
め
ず
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
。

孵
化
の
折
、
先
に
孵
っ
た
若
干
の
個
体
に
つ
い
て
は
、
他
の
も
の
と
大
き
さ
に

差
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
、
一
日
ぐ
ら
い
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
桑
を
餌

と
し
て
与
え
な
い
。
そ
し
て
多
く
の
卵
が
か
え
っ
た
時
に
、
掃
き
た
て
を
し
て

種
紙
か
ら
幼
虫
を
離
し
て
、
桑
の
葉
を
細
か
く
き
ざ
ん
だ
中
に
入
れ
て
育
て
る

と
、
個
体
の
大
き
さ
の
差
異
が
な
く
育
つ
と
い
う
。

餌
の
与
え
方
に
つ
い
て
は
、
孵
化
し
た
ば
か
り
の
頃
は
、
桑
の
葉
の
露
を
吸

う
程
度
で
あ
る
こ
と
や
、
で
き
る
だ
け
少
し
ず
つ
桑
を
与
え
、
葉
が
乾
燥
し
な

い
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
と
、
自
ら
の
感
想
も
含
め
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
干
か
ら
び
た
葉
が
積
も
る
と
、
蚕
は
そ
の
下
に
お
り
育
ち
が
悪
い

と
い
う
。
一
方
、
新
鮮
な
葉
ば
か
り
で
あ
る
と
、
そ
の
上
に
幼
虫
が
登
っ
て
育

つ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
新
鮮
な
葉
は
よ
く
食
べ
る
が
、
乾
燥
し
た
葉
は
食
べ
よ

う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
乾
燥
し
た
葉
は
取
り
出
す
よ
う
に
し
た
が
、
乾
燥
し
た
葉
が
多
く

出
て
し
ま
う
の
で
、
充
真
院
は
小
さ
い
入
れ
物
に
桑
を
入
れ
て
そ
こ
で
幼
虫
を

育
て
る
と
い
う
よ
う
に
、
工
夫
を
し
て
い
る
。
慰
み
と
し
て
飼
育
す
る
の
で
あ

る
か
ら

｢

す
て
る
ハ
お
し
く
思｣

と
感
じ
、
無
駄
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る

(

�)

。
一
般
に
比
べ
る
と
豊
か
な
大
名
家
に
よ
る
飼
育
で
あ
っ
て
も
、
節
約

す
べ
き
点
は
無
駄
を
出
さ
ぬ
よ
う
に
わ
き
ま
え
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

餌
の
無
駄
を
出
さ
ぬ
工
夫
に
加
え
て
、
育
ち
の
悪
い
小
さ
な
幼
虫
が
、
積
も
っ

た
桑
の
葉
に
隠
れ
て
付
着
し
て
い
た
の
を
、
掃
除
の
折
に
気
づ
か
ず
に
誤
っ
て

捨
て
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
工
夫
も
、
充
真
院
は
試
み
て
い
る
。
幼
虫

に
餌
を
与
え
る
場
合
は
、
桑
の
葉
を

｢

細
く
き
さ
み
其
中
へ
入
れ
ば｣

｢

こ
ま

か
く
切
ふ
り
か
け
遣
ス｣

と
い
う
よ
う
に

(

�)

、
桑
の
葉
を
刻
ん
で
与
え
る
の
が
一

般
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
充
真
院
は
葉
を
刻
む
こ
と
は
せ
ず
に
、｢

葉
の
ま
ゝ

を
、
ち
い
さ
く
ぼ
ち
�
�
と
あ
な
あ
け
遣
し
け
れ
バ｣

と
、
葉
の
表
面
に
小
さ

い
穴
を
ぼ
つ
ぼ
つ
と
開
け
て
、
幼
虫
の
箱
に
入
れ
て
み
た

(

�)

。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、

幼
虫
は
葉
を
両
面
か
ら
食
べ
る
の
で
、
掃
除
の
時
は
葉
を
裏
返
し
て
見
れ
ば
、

幼
虫
が
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
葉
に
付
着
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
簡
単
に
確

か
め
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
充
真
院
が

｢

桑
え
虫
付
候
を

知
ら
す
す
て
候
事
有
ゆ
へ｣

と
記
し
て
い
る
よ
う
に

(

�)

、
実
際
に
何
度
か
幼
虫
を

誤
っ
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
惜
し
く
思
い
考
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実

際
の
体
験
か
ら
、
新
た
に
導
き
だ
し
た
方
法
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
充
真
院
は
こ
れ
以
外
の
方
法
も
試
み
て
い
た
。
そ
れ
は

｢

私
ハ

葉
ヲ
や
ふ
り
ち
い
さ
く
し
て
遣
ス｣

で
あ
る

(

�)

。
葉
を
細
か
に
刻
む
の
で
は
な
く
、

小
さ
く
破
い
て
与
え
る
こ
と
も
試
し
て
み
た
。
こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
草
稿

で
は
葉
に
穴
を
開
け
る
方
法
と
共
に
記
載
し
て
い
た
が
、
清
書
で
は
葉
に
穴
を

あ
け
る
方
法
の
み
を
示
し
、
小
さ
く
破
く
方
法
は
記
し
て
い
な
い
。
清
書
で
は
、
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最
も
効
果
的
で
推
奨
す
べ
き
方
法
の
み
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
充
真
院
は
あ

れ
こ
れ
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
蚕
を
飼
育
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
餌
は
幼

虫
が
大
き
く
な
っ
た
ら
、
桑
の
葉
に
穴
を
あ
け
る
の
を
や
め
て
そ
の
ま
ま
与
え
、

さ
ら
に
よ
り
成
長
し
た
ら
桑
の
枝
を
折
り
、
飼
育
箱
に
枝
ご
と
入
れ
て
与
え
た
。

慰
み
と
し
て
の
飼
育
で
は
あ
っ
た
が
、
幼
虫
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
飼
育

箱
を
大
き
く
し
た
り
、
増
や
し
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、｢

末
ニ
ハ
蚕
の
棚
つ

り
、
幾
段
も
�
�
な
ら
へ
置｣

と
あ
る
よ
う
に
、
吊
り
棚
を
作
り
何
段
も
並
べ

る
程
、
大
が
か
り
な
規
模
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。

蚕
を
飼
う
折
に
、
育
て
る
側
の
注
意
事
項
を
二
点
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

蚕
は
不
吉
な
こ
と
や
人
が
死
ぬ
話
を
嫌
う
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
月
の
障

り
が
あ
る
時
は
蚕
に
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
人
か
ら

み
れ
ば
、
迷
信
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は

気
に
な
る
事
項
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
吉
な
こ
と
や
人
が
死
ぬ
話
を
嫌
う
旨
に

つ
い
て
は
、
光
姫
が
病
に
ふ
せ
っ
て
い
た
折
に
、
飼
育
し
て
い
た
蚕
が
段
々
と

弱
り
沢
山
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
充
真
院

は
、｢

是
ハ
五
月
の
事
、
お
光
死
た
る
秋
ニ
候
へ
共
、
し
る
ゝ
と
見
へ
候｣
と

見
解
を
述
べ
て
い
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
そ
の
一
年
後
に
、
古
川
で
子
供
が
死
亡
す
る

事
件
が
あ
り
、
場
所
も
離
れ
て
い
る
の
で
、
つ
い
蚕
の
居
る
場
所
で
そ
の
話
を

し
た
ら

｢

此
時
も
皆
た
ね
な
し
に
落
シ｣

た
と
い
う

(

�)

。
偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
な

い
の
だ
が
、
度
重
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
充
真
院
と
し
て
は
不
吉
な
こ
と
と

蚕
の
成
長
の
因
果
関
係
を
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

月
の
障
り
に
関
し
て
は
、｢

月
の
さ
ハ
り
の
節
ハ
あ
や
か
り
候
故
、
さ
ハ
ら

ぬ
方
よ
し
と
お
し
へ
ら
れ
し
か
と
、
人
手
す
く
な
き
折
ハ
か
ま
ハ
す
世
話
致
、

跡
ニ
て
切
火
打
掛
候｣

と
あ
る
よ
う
に
、
当
該
期
間
中
の
人
は
蚕
に
触
ら
な
い

方
が
よ
い
と
教
え
ら
れ
た
も
の
の
、
世
話
を
す
る
人
手
が
足
り
な
い
時
に
は
か

ま
わ
ず
世
話
を
し
て
い
た

(

�)

。
も
っ
と
も
、
世
話
を
し
た
後
に
火
打
ち
石
を
打
ち

合
わ
せ
て
切
火
を
し
て
清
め
を
し
て
い
る
。
穢
れ
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
臨
機

応
変
に
対
処
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
女
性
特
有
の
状
況
に
対
す
る
記
事

が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
蚕
の
飼
育
は
充
真
院
の
身
近
に
仕
え
て
い
た
女
性
た
ち

が
手
伝
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
充
真
院
の
蚕
飼
育
の
腕
前
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
工
夫
を
し
て
い
る
点
か
ら
積
極
的
な
姿

勢
が
明
ら
か
で
あ
る
。
飼
育
の
回
数
も
度
々
で
あ
り
、
経
験
知
を
得
て
い
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
慰
み
と
し
て
の
飼
育
と
は
い
え
、
上
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
三
度
子
、
す
な
わ
ち
夏
子
と
い
わ
れ
る
時
期
の
蚕
を
人
か
ら
も
ら
い
、

上
手
に
育
て
た
こ
と
に
よ
る
。
蚕
は
八
十
八
夜
の
こ
ろ
に
孵
化
す
る
の
が
初
子

で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
遅
い
時
期
に
孵
化
し
た
も
の
は
、
大
き
く
育
て
る
の
が

難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
充
真
院
は

｢

三
度
子
乍
、
初
に
お
と
ら
す
よ
く
出

来
、
人
々
夏
子
ニ
は
珍
ら
敷
程
上
出
来
と
ほ
め
ら
れ
候
、
糸
も
よ
く
悦
候｣

と
、

上
手
に
育
て
あ
げ
て
周
り
の
人
々
か
ら
褒
め
ら
れ
た
こ
と
や
、
繭
も
り
っ
ぱ
に

育
ち
糸
も
よ
く
収
穫
で
き
て
う
れ
し
く
思
っ
た
こ
と
を
素
直
に
し
た
た
め
て
い

る

(

�)

。
こ
の
記
載
か
ら
、
充
真
院
が
蚕
の
飼
育
を
楽
し
み
、
喜
び
を
感
じ
て
い
た

こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
蚕
の
飼
育
に
つ
い
て
は
、
蚕
に
関
す
る
詳

細
な
観
察
も
記
載
し
て
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
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昆
虫
の
最
後
と
し
て
、
鈴
虫
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
当
該
記
事
は
、
清

書
と
草
稿
が
共
に
収
載
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
草
稿
の
記
載
の

方
が
詳
し
く
、
か
つ
正
確
で
あ
る
。
例
え
ば
、
清
書
に
は
購
入
し
た
鈴
虫
を
雄

雌
を
分
け
て
、
雌
の
み
壺
で
育
て
て
卵
を
産
ま
せ
る
と
あ
る
が
、
雄
雌
共
に
飼

育
し
て
こ
そ
卵
を
産
む
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
鈴
虫
に
つ
い
て
は
草
稿

を
基
本
と
し
つ
つ
、
清
書
の
記
載
の
う
ち
事
実
が
確
実
な
部
分
を
補
な
い
な
が

ら
見
て
い
こ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
充
真
院
は
鈴
虫
を
自
ら
の
意
志
で
飼
育
し
た
こ
と
は
な

く
、
幼
い
頃
に
他
の
人
が
飼
育
し
て
い
る
の
を
見
た
り
、
少
し
だ
け
手
伝
っ
た

こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、｢

金
魚
抔
と
ち
か
ひ
、
よ
ほ
ど

世
話
も
沢
山
故
む
つ
か
し
く｣

と
、
鈴
虫
は
金
魚
よ
り
も
飼
育
が
む
ず
か
し
い

と
認
識
し
て
い
た

(

�)

。
自
ら
が
全
面
的
に
世
話
を
し
た
の
で
は
な
い
た
め
、
詳
し

く
は
知
ら
な
い
と
い
う
が
、
門
前
の
小
僧
の
如
く
的
を
得
た
飼
育
法
を
書
き
留

め
て
い
る
。

鈴
虫
を
飼
育
す
る
こ
と
を
思
い
た
っ
た
ら
、
晩
秋
に
虫
屋
か
ら
成
虫
を
購
入

す
る
。
そ
の
際
、
雌
は
三
、
四
匹
購
入
す
る
。
雌
は
尻
の
部
分
に
け
ん
が
三
本

あ
り
真
ん
中
の
が
長
く
、
雄
は
長
い
髭
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
雌
雄
を
識
別

す
る
特
徴
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。

当
初
は
、
赤
土
と
少
々
の
石
を
入
れ
た
壺
で
鈴
虫
を
育
て
る
。
鈴
虫
は
た
く

さ
ん
壺
に
い
れ
て
飼
育
す
る
と
共
食
い
を
す
る
の
で
、
一
つ
の
壺
に
た
く
さ
ん

い
れ
て
は
い
け
な
い
。
や
が
て
、
雌
は
土
の
中
に
卵
を
産
み
つ
け
る
。
餌
は
、

茄
子
を
二
、
三
分
の
厚
さ
の
輪
切
り
に
し
て
、
そ
の
面
に
格
子
状
に
薄
く
切
り

込
み
を
付
け
、
一
度
水
に
浸
し
て
あ
く
を
抜
い
て
か
ら
、
壺
の
中
の
平
石
の
上

に
乗
せ
る
。
平
石
の
上
に
餌
を
置
く
の
は
、
腐
敗
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
雄
と

雌
が
死
ん
だ
ら
、
そ
れ
以
後
は
卵
を
産
み
つ
け
た
壺
の
土
が
あ
ま
り
乾
か
な
い

よ
う
に
水
を
吹
き
か
け
つ
つ
管
理
す
る
。
置
き
場
所
は
、
障
子
越
し
に
日
が
あ

た
る
と
こ
ろ
が
い
い
。
壺
に
は
、
厚
紙
で
作
っ
た
蓋
を
つ
け
る
が
、
真
ん
中
に

は
穴
を
開
け
て
空
気
が
通
る
よ
う
に
す
る
。
冬
季
は
卵
と
し
て
過
ご
す
の
で
、

そ
の
間
は
世
話
を
す
る
必
要
は
な
く
、
あ
ま
り
動
か
さ
な
い
よ
う
に
片
隅
に
置

い
て
お
く
。

春
に
な
り
暖
か
く
な
る
と
幼
虫
が
孵
化
す
る
。
逃
げ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
、

霧
を
吹
き
湿
気
を
与
え
て
野
原
の
よ
う
な
環
境
を
心
が
け
る
。
幼
虫
が
か
え
っ

た
ば
か
り
の
頃
は
、
ま
だ
茄
子
や
胡
瓜
が
実
る
季
節
で
は
な
い
の
で
、
か
つ
お

ぶ
し
を
水
に
ひ
た
し
た
も
の
を
与
え
る
。
こ
の
頃
に
、
幼
虫
に
少
し
砂
糖
水
を

吹
き
か
け
て
や
る
と
よ
い
と
言
う
人
も
い
る
。

そ
の
う
ち
、
脱
皮
し
て
鳴
き
初
め
た
ら
、
鈴
虫
駕
籠
に
移
し
て
音
色
を
鑑
賞

す
る
。
鈴
虫
は
動
き
が
敏
速
な
の
で
、
蓋
を
開
け
る
時
は
飛
び
出
さ
な
い
よ
う

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
鈴
虫
は
よ
く
世
話
を
す
れ
ば
沢
山
孵
化
す
る
。
た
く
さ

ん
孵
化
し
た
場
合
は
、
鈴
虫
籠
で
は
小
さ
す
ぎ
る
の
で
、
大
き
な
四
角
い
籠
を

作
り
、
そ
こ
で
飼
育
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
充
真
院
が
子
供
の
頃
に
見
て
知
っ

た
飼
育
法
は
、
現
在
の
鈴
虫
飼
育
に
も
、
そ
の
ま
ま
応
用
で
き
そ
う
で
あ
る
。

飼
育
法
を
書
き
留
め
た
も
の
の
、
そ
も
そ
も
充
真
院
は
鈴
虫
を
あ
ま
り
好
ん

で
い
な
か
っ
た
。
鈴
虫
を
自
ら
の
意
志
で
飼
育
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
鈴
虫

に
好
意
的
で
は
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て

｢

耳
や
か
ま
し

日向国延岡藩内藤充真院の好奇心 75( 14 )



き
程
り
ん
�
�
と
な
く
ハ
覚
居｣

｢

虫
多
く
入
候
も
、
夜
分
ハ
り
ん
�
�
と
大

そ
ふ
な
き
出
ス
、
少
シ
音
留
り
候
と
思
ハ
ゝ
、
め
む
し
と
共
ニ
壷
ニ
入
ル｣

と

記
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い

(

�)

。

本
来
は
鈴
虫
を
飼
育
す
る
場
合
、
そ
の
音
色
を
楽
し
む
も
の
で
あ
る
が
、
充

真
院
は
鈴
虫
の
鳴
き
声
を
や
か
ま
し
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

沢
山
鳴
い
て
い
る
場
合
は
、
雌
雄
を
一
緒
の
壷
に
入
れ
れ
ば
鳴
き
声
が
少
し
止

む
と
い
う
よ
う
に
、
静
か
に
さ
せ
る
方
法
に
関
心
が
向
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

充
真
院
が
鈴
虫
を
好
ま
な
い
原
因
と
は
、
そ
の
鳴
き
声
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

１)

山
繭
蛾
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
本
の
六
五
〜
六
頁
。

(

２)
(

３)
(

４)

右
同
書
、
六
五
頁
。

(

５)
(

６)

右
同
書
、
六
六
頁
。

(

７)

蚕
に
つ
い
て
は
右
同
書
、
七
六
頁
〜
八
三
頁
と
、
九
六
頁
に
収
載
し
て
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
前
者
は
清
書
と
草
稿
が
前
後
し
て
綴
っ
て
あ
り
、
後
者
は
草
稿
で
あ

る
。

(

８)

右
同
書
、
八
〇
頁
。

(

９)

明
治
大
学
博
物
館
所
蔵
内
藤
家
文
書
、｢

御
姫
様
御
病
気
御
差
重
被
遊
候
付
伺

御
機
嫌
之
御
帳｣

(

第
一
部
・
四
家
・
五
〇
七)

、｢

光
姫
様
御
遠
行
一
件｣

(
第
一

部
・
四
家
・
五
〇
八)

に
よ
る
。
光
姫
は
文
久
元
年

(

一
八
六
一)

に
延
岡
か
ら

出
て
き
て
江
戸
屋
敷
に
住
み
、
充
真
院
か
ら
行
儀
作
法
を
躾
け
ら
れ
て
い
た
孫
娘

で
あ
る
。
文
久
三
年
四
月
に
充
真
院
が
延
岡
に
居
を
移
す
旅
に
も
同
行
し
て
い
た

こ
と
が
、『

内
藤
家
文
書
増
補
・
追
加
目
録
８

延
岡
藩
主
夫
人

内
藤
充
真
院

繁
子
道
中
日
記』

の
七
頁
や
九
頁
か
ら
確
認
で
き
る
。

(

10)

右
同
書
の
二
六
七
〜
八
頁
。
翻
刻
本
の
一
八
五
頁
。
幕
末
・
明
治
初
期
に
か
け

て
の
充
真
院
の
居
住
地
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
充
真
院
の
四
点
の
紀
行
文
、
お
よ

び
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
解
題
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

11)

翻
刻
本
の
七
八
頁
。

(

12)

右
同
書
、
七
七
頁
。
充
真
院
が
絵
に
添
え
た
説
明
に
よ
る
と
、｢

も
ろ
ふ
た｣

と
は
、｢

長
サ
三
尺
計
、
は
し
ハ
一
尺
五
寸
計｣

、
す
な
わ
ち
お
よ
そ
縦
が
一
メ
ー

ト
ル
、
横
が
四
十
八
セ
ン
チ
の
箱
で
あ
る
。
箱
の
厚
み
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
数

値
は
記
載
し
て
い
な
い
が
、
平
ら
な
箱
で
あ
る
。

(

13)
(

14)

右
同
書
、
七
七
頁
。

(

15)

二
つ
の
引
用
の
う
ち
、
前
者
は
右
同
書
の
八
〇
頁
、
後
者
は
九
六
頁
。

(

16)

右
同
書
、
七
七
頁
。
桑
の
葉
に
穴
を
開
け
た
様
子
を
本
文
の
行
中
に
挿
絵
で
示

し
て
い
る
。
当
該
部
分
は
七
八
頁
と
九
六
頁
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
九
六
頁
は
草

稿
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
上
手
に
描
い
て
い
る
。

(

17)
(

18)

右
同
書
、
九
六
頁
。

(

19)

右
同
書
、
七
七
頁
。

(

20)
(

21)
(

22)
(

23)

右
同
書
、
七
八
頁
。

(

24)

鈴
虫
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
〇
〜
一
頁
に
清
書
、
九
四
〜
五
頁
に
草
稿
が

収
載
さ
れ
て
い
る
。

(

25)

右
同
書
、
九
五
頁
。

(

26)

前
者
の
引
用
は
右
同
書
の
七
一
頁
、
後
者
は
九
五
頁
。

４

そ
の
他
の
飼
育
法

そ
の
他
と
し
て
、
金
魚
・
河
鹿
・
猫
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
金
魚
の

飼
育
法
で
あ
る

(

１)

。
金
魚
は
敷
地
内
の
池
で
卵
を
産
ま
せ
、
そ
の
卵
を
採
集
し

て
手
元
で
育
て
る
。
金
魚
に
卵
を
産
ま
せ
る
た
め
に
、
春
か
ら
餌
と
し
て
赤

ぼ
う
ふ
ら
を
沢
山
与
え
る
。
金
魚
は
卵
を
生
む
前
夜
に
生
臭
く
な
り
、｢

ほ
ち

や
�
�｣

と
音
を
た
て
た
と
い
う

(

２)

。
そ
の
翌
日
の
朝
、
五
つ
前

(

現
在
の
午
前
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八
時
前)

に
、
池
の
外
に
設
置
し
て
い
る
水
船
に
、
親
の
金
魚
が
卵
を
産
み
つ

け
た
藻
を
取
り
あ
げ
る
。
早
く
池
か
ら
取
り
上
げ
る
ほ
ど
、
よ
い
金
魚
が
育
つ

と
い
う
。
卵
の
つ
い
た
藻
を
入
れ
た
水
船
は
、
日
陰
に
置
い
て
お
く
。
金
魚
が

卵
を
産
む
時
期
は
三
回
あ
り
、
三
月
は
じ
め
の
も
の
を
一
番
子
、
四
月
ご
ろ
の

も
の
を
二
番
子
、
そ
の
後
の
も
の
を
三
番
子
と
い
う
。
孵
化
す
る
時
期
が
遅
い

ほ
ど
、
成
長
が
遅
く
小
さ
い
金
魚
に
な
る
。

卵
は
二
、
三
日
で
孵
化
す
る
。
孵
化
し
た
ば
か
り
の
稚
魚
に
は
、
餌
と
し
て

鶏
卵
の
黄
身
を
麻
の
布
に
包
み
、
絞
っ
て
漉
し
だ
し
た
も
の
を
与
え
る
。
黄
身

を
食
べ
た
稚
魚
の
腹
は
、
黄
身
が
透
け
て
見
え
る
様
子
を
、
充
真
院
は
観
察
し

て
い
る
。
水
が
に
ご
ら
な
い
よ
う
に
水
質
の
管
理
に
気
を
つ
か
う
こ
と
も
必
要

で
あ
る
。
稚
魚
が
少
し
大
き
く
な
っ
た
ら
、
餌
と
し
て
み
じ
ん
こ
を
与
え
る
。

そ
の
際
に
は
、
小
さ
い
皿
か
平
茶
碗
の
よ
う
な
も
の
に
み
じ
ん
こ
を
沢
山
い
れ

て
、
そ
こ
に
五
分
ば
か
り
の
金
魚
を
い
れ
て
み
じ
ん
こ
を
食
べ
さ
せ
る
。
み
じ

ん
こ
を
た
く
さ
ん
食
べ
た
金
魚
は
、
頬
を
膨
ら
ま
せ
、
満
腹
に
な
る
と
み
じ
ん

こ
を
吐
き
出
す
の
で
、
そ
の
様
子
を
確
認
し
な
が
ら
、
金
魚
を
入
れ
替
え
な
が

ら
、
餌
を
食
べ
さ
せ
た
。
実
に
手
間
を
か
け
て
餌
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

金
魚
を
育
て
る
入
れ
物
は
、
大
き
い
ほ
ど
金
魚
が
早
く
大
き
く
育
つ
。
卵
か

ら
飼
育
し
て
い
る
の
で
、
稚
魚
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
あ
る
が
、
多
す
ぎ
る
と

育
ち
に
く
く
な
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
充
真
院
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。｢

ふ
さ
や
う
し
の
や
う
成
か
た
ち
悪
く
と
思
ふ
金
魚
ハ
、
一

寸
計
ニ
な
れ
ハ
、
早
く
人
ニ
遣
し
候
て
、
内
ニ
ハ
よ
き
の
計
少
し
に
す
る
と
早

く
大
き
く
成

(

３)｣

。
形
の
よ
い
金
魚
は
手
元
に
留
め
置
い
て
育
て
、
形
の
悪
い
も

の
は
、
人
に
譲
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
き
物
で
あ
る
か
ら
、
増

え
す
ぎ
た
も
の
は
誰
か
に
育
て
て
も
ら
う
の
が
良
策
で
は
あ
る
が
、
良
い
も
の

だ
け
を
自
分
で
飼
育
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
充
真
院
の
お
姫
様
育
ち
な
ら

で
は
の
性
格
を
感
じ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
充
真
院
は
金
魚
を
卵
か
ら
沢
山
か
え
し
て
、
稚
魚
を
大
切
に
育

て
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
す
ぎ
る
金
魚
の
貰
い
手
に
困
っ
た

場
合
は
、
金
魚
屋
に
引
き
取
っ
て
貰
う
と
い
う
方
法
も
あ
る
こ
と
を
充
真
院
は

知
っ
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は

｢

こ
ま
り
候
ハ
ゝ
金
魚
や
て
も
も
ら
う
と

の
事

(

４)｣

、
す
な
わ
ち
金
魚
屋
が
引
き
と
る
と
い
う
情
報
を
記
す
に
留
ま
っ
て
お

り
、
実
際
に
自
分
が
育
て
た
金
魚
を
引
き
取
っ
て
貰
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た
様

子
で
あ
る
。

金
魚
を
飼
育
す
る
楽
し
さ
を
、
充
真
院
は
存
分
に
味
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

稚
魚
は
餌
の
玉
子
の
黄
身
を
与
え
て
く
れ
る
人
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
。｢

魚

少
シ
そ
た
ち
た
る
ハ
、
玉
子
を
知
り
て
遣
ス
所
ニ
人
の
足
音
を
聞
と
よ
り
く
る｣

と
、
餌
を
く
れ
る
人
に
懐
く
様
子
を
し
た
た
め
て
い
る

(

５)

。
飼
育
者
冥
利
に
つ
き

る
金
魚
の
反
応
を
、
充
真
院
は
さ
ぞ
い
と
お
し
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

金
魚
の
飼
育
に
お
い
て
も
、
充
真
院
な
ら
で
は
の
方
法
を
試
み
て
い
る
。
そ

れ
は
水
替
え
の
方
法
で
あ
る
。
新
し
く
水
を
入
れ
る
時
に
は
、
水
が
動
か
な
い

よ
う
に
し
て
、
金
魚
が
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
水
船
の
下
方
の
排
水
口
の
上
に
植
木
鉢
を
置
き
、
そ
こ
に
石
を

入
れ
て
、
水
が
少
し
ず
つ
排
水
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
常
に
工
夫
を
こ
ら
し
て

み
る
充
真
院
ら
し
さ
が
表
れ
た
一
場
面
で
あ
る
。
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な
お
、
金
魚
の
飼
育
法
と
併
せ
て
、
め
だ
か
に
つ
い
て
も
若
干
で
は
あ
る
が

ふ
れ
て
い
る

(

６)

。
め
だ
か
は
、
い
つ
卵
を
う
み
つ
け
る
の
か
が
判
断
し
に
く
い
と

い
う
。
卵
を
孕
ん
で
い
る
め
だ
か
を
見
つ
け
た
ら
、
別
の
容
器
に
取
り
出
し
て
、

藻
を
沢
山
い
れ
て
や
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
卵
を
産
み
つ
け
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
何
日
ぐ
ら
い
で
孵
化
す
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
め
だ
か
の
稚

魚
が
孵
化
し
た
ら
、
水
を
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
い
う
。
小
さ
い
稚
魚

な
の
で
、
排
水
と
一
緒
に
流
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
め
だ
か

の
稚
魚
の
餌
は
、
麦
こ
が
し
を
煎
餅
の
よ
う
に
平
た
く
し
た
も
の
を
与
え
て
も

よ
い
と
い
う
。
冬
季
は
大
き
な
瓶
を
地
面
に
掘
り
込
み
、
蓋
を
し
て
温
か
く
し

た
り
、
日
差
し
の
あ
る
時
は
薦
を
取
り
除
け
日
光
に
あ
て
て
や
る
と
よ
い
な
ど

と
記
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
、
め
だ
か
に
つ
い
て
は
飼
育
上
の
知
識
・
心
得
を
記
録
し
た
も

の
の
、
孵
化
の
日
数
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
体
験
に
基
づ
く
記
載
や
感
想
が
な

い
の
で
、
充
真
院
は
め
だ
か
を
実
際
に
飼
育
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
河
鹿
に
つ
い
て
で
あ
る

(

７)

。
ま
ず
、
河
鹿
は
蛙
の
一
種
で
あ
る
こ
と
や
、

体
の
特
徴
と
し
て
手
足
の
先
が
平
た
い
玉

(

吸
盤
の
こ
と)

の
よ
う
な
形
態
で

あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
続
い
て

｢

ま
つ
は
宇
津
の
や
と
う
け
多
と
の
事
、

私
と
を
り
し
時
ハ
、
谷
河
の
流
ニ
て
よ
く
な
き
し
を
聞
、
売
居
し
ま
ゝ
少
々
整

参
ル｣

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
鹿
は
宇
津
ノ
谷
峠
に
沢
山
生
息
し
て
お
り
、

充
真
院
は
宇
津
ノ
谷
峠
を
通
行
中
に
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
き
、
当
地
で
販
売
し

て
い
た
河
鹿
を
何
匹
か
購
入
し
た
の
で
あ
る
。

実
は
河
鹿
を
入
手
し
た
の
は
、
充
真
院
に
と
っ
て
三
度
目
の
大
旅
行
の
途
中

で
あ
る

(

８)

。
そ
の
旅
は
、
慶
応
四
年
閏
四
月
に
再
度
、
江
戸
屋
敷
か
ら
領
国
の
延

岡
に
赴
い
た
も
の
で
、
旅
の
九
日
目
で
あ
る
閏
四
月
二
十
八
日
に
通
り
か
か
っ

た
駿
河
国
有
渡
郡
に
位
置
す
る
東
海
道
の
宇
津
ノ
谷
峠
で
の
こ
と
で
あ
る
。

充
真
院
が
こ
の
旅
に
つ
い
て
記
し
た
旅
日
記

｢

三
下
り
う
か
ぬ
不
調
子｣

に

よ
る
と
、
宇
津
ノ
谷
峠
を
通
行
し
た
二
十
八
日
は
雨
が
降
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
れ
故
、
河
鹿
が
沢
山
鳴
き
、
美
し
い
音
色
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

充
真
院
は
河
鹿
の
声
に
た
い
へ
ん
心
打
た
れ
た
よ
う
で
、
旅
日
記
に
左
記
の
和

歌
を
書
き
付
け
て
い
る
。

宇
津
の
谷
峠
に
て
か
し
か
の
声
き
ゝ
て

山
川
の
み
な
き
り
落
る
五
月
雨
に
か
し
か
の
声
も
ふ
り
出
て
な
く

当
該
部
分
に
河
鹿
を
購
入
し
た
様
子
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
状
況

か
ら
察
し
て
こ
の
折
に
購
入
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
飼
育
の
対
象
を
入
手

し
た
時
期
や
場
所
が
特
定
で
き
る
こ
と
自
体
、
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
当
時
充
真
院
は
六
十
九
歳
で
あ
り
、
飼
育
に
取
り
組
ん
だ
年
齢
ま
で
も

明
確
に
わ
か
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

旅
の
途
中
で
購
入
し
た
河
鹿
は
、｢

入
物
ハ
大
坂
え
行
て
聞
し
か
ハ
、
か
し

か
籠
有
と
の
事
、
取
寄
見
れ
バ
…｣

と
、
大
坂
に
到
着
し
た
折
に

｢

か
し
か
籠｣

と
い
う
物
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
さ
っ
そ
く
取
り
寄
せ
て
こ
の
中
で
飼
育
す
る

こ
と
に
し
た
。｢

か
し
か
籠｣

と
は
、
下
部
が
平
た
い
鉢
で
、
上
部
に
筒
状
の

金
網
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
充
真
院
は

｢

か
し
か
籠｣

の
挿
絵
を
添
え
て

い
る
。
鉢
の
部
分
に
小
石
を
入
れ
て
、
水
を
ひ
た
ひ
た
に
入
れ
、
河
鹿
を
水
辺

の
環
境
に
近
い
状
態
で
生
活
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
。
飼
育
に
つ
い
て
は
、｢

朝
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夕
清
水
を
半
時
計
は
り
て
こ
ほ
す
計
也
、
ゑ
ニ
ハ
は
い

(

蝿)

を
取
て
は
な
し
や
れ
ハ
、

直
ニ
飛
上
り
く
う
也｣

と
、
一
日
に
二
回
、
半
時

(

現
在
の
一
時
間)

程
、
清

水
を
鉢
に
満
た
す
こ
と
や
、
餌
は
生
き
た
蝿
を
与
え
る
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。

餌
に
つ
い
て
は

｢

沢
山
ニ
や
れ
ハ
よ
ろ
し
く
候
へ
と
も
、
中
々
は
い
取
る
事
む

つ
か
し
く
、
一
疋
ニ
七
つ
く
ら
い
あ
て
ハ
、
網
の
中
へ
は
な
し
置｣

と
、
河
鹿

に
餌
を
沢
山
与
え
た
い
が
、
蝿
を
捕
ら
え
る
こ
と
自
体
が
難
し
い
た
め
、
河
鹿

一
匹
に
つ
き
蝿
を
七
匹
ぐ
ら
い
の
割
合
で
籠
の
中
に
放
し
て
与
え
た
。

充
真
院
は
河
鹿
の
美
し
い
鳴
き
声
が
気
に
入
り
、｢

こ
ゑ
涼
し
く
て
よ
ろ
し

く｣

と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
鈴
虫
の
鳴
き
声
を
や
か
ま
し
い
と
感

じ
た
様
子
と
は
、
対
極
と
い
う
べ
き
感
想
で
あ
る
。

河
鹿
は
充
真
院
一
行
と
共
に
延
岡
に
到
着
し
、
そ
の
後
も
大
切
に
飼
育
さ
れ

た
。
充
真
院
は

｢

冬
分
ニ
な
れ
ハ
よ
ハ
�
�
と
な
る
ゆ
へ
、
は
ち
の
わ
き
え
を

く
よ
し｣

｢

寒
ニ
な
れ
ハ
目
ふ
さ
ぎ
、
ち
ゝ
み
居
候｣
と
、
冬
季
に
河
鹿
の
体

が
弱
っ
て
い
る
様
子
を
観
察
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
火
鉢
の
側
に
置
き
暖
か
い

環
境
を
保
ち
、
越
冬
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
河
鹿
の
入
手
先
に
つ
い
て
は
伝
聞
と
し
て
、
東
京
な
ら
ば
虫
屋
、
延

岡
に
は
具
体
的
に
ど
こ
か
は
知
ら
な
い
が
一
箇
所
あ
る
ら
し
い
と
、
記
し
て
い

る
。
充
真
院
に
と
っ
て
、
河
鹿
は
飼
育
対
象
と
し
て
お
奨
め
の
生
き
物
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

本
章
の
最
後
と
し
て
、
詳
細
な
飼
育
法
こ
そ
記
載
し
て
い
な
い
も
の
の
、
充

真
院
が
飼
育
し
た
生
き
物
と
し
て
猫
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い

(

９)

。
猫
に
つ
い

て
は
、｢

猫
手
足
の
ひ
ら
に
、
黒
ク
ふ
ち
の
出
来
有
ハ
、
外
出
す
き
と
の
事
、

此
度
か
へ
る
猫
、
手
あ
し
の
ま
め
ニ
ふ
ち
有
、
大
方
夜
分
ハ
外
に
か
へ
ら
す｣

と
あ
り
、
手
足
の
ひ
ら
に
黒
い
ふ
ち
が
あ
る
猫
は
外
出
好
き
で
あ
る
と
当
時
言

わ
れ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
充
真
院
が
当
時
飼
っ
て
い
た
猫
は
ま
さ
に
そ
れ
に

該
当
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
猫
は
夜
分
に
な
る
と
大
抵
外
に
出
か
け
て

い
た
と
い
う

(

�)

。｢

此
度｣

と
は
、
ま
さ
に
充
真
院
が

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を

笑
ひ
に
書』

を
作
成
し
て
い
る
当
時
で
あ
り
、
そ
の
時
に
確
か
に
猫
を
飼
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
猫
に
関
す
る
い
わ
れ
が
、
充
真
院
の
飼
い
猫
に
も
該
当
し
て

お
り
、
同
感
し
な
が
ら
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

猫
に
関
す
る
そ
の
他
の
記
載
と
し
て
は
、｢

ち
ん
・
猫
抔
の
ミ
多
付
た
る
ハ
、

せ
ん
ふ
り
を
せ
ん
し
出
し
湯
ニ
い
れ
ゝ
ハ
落
る
と
吉｣

と
、
狆
や
猫
に
蚤
が
た

か
っ
た
場
合
に
は
、
せ
ん
ぶ
り
を
煮
出
し
た
お
湯
に
入
れ
る
と
よ
い
と
、
駆
除

方
法
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
猫
の
病
気
や
傷
に
効
く
薬
、
お
よ
び
蚤
の
駆

除
に
つ
い
て
、｢

猫
の
病
ニ
は
う
や
く
と
云
う
薬
を
用
ゆ
れ
ハ
宜
し
く
、
き
す

抔
ハ
出
来
し
時
、
度
々
む
し
て
や
れ
ハ
肉
抔
上
り
、
元
之
通
り
ニ
上
る
と
云
、

せ
ん
し
の
ま
し
て
も
吉
、
の
ミ
抔
も
付
た
る
時
は
、
度
々
湯
ニ
入
候
へ
は
去
よ

し｣

と
書
き
留
め
て
い
る

(

�)

。

実
際
に
飼
育
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
猫
に
つ
い
て
の
記
載
は
極
め
て

少
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
猫
は
当
時
の
愛
玩
動
物
の
代
表
で
あ
る
た
め
飼
育
法

も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
と
り
た
て
て
書
き
留
め
て
お
く
よ
う
な
珍
し
さ
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
て
紹
介
し
て
き
た

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を

笑
ひ
に
書』
に
記
録
さ
れ
た
様
々
な
生
き
物
、
お
よ
び
そ
の
飼
育
方
法
の
な
か

に
は
、
飼
育
す
る
こ
と
自
体
が
稀
な
種
類
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
充
真
院
に
と
っ
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て
も
貴
重
な
経
験
だ
っ
た
場
合
や
、
あ
る
い
は
充
真
院
な
ら
で
は
の
新
案
と
言

う
べ
き
飼
育
方
法
の
工
夫
を
考
案
し
た
の
で
、
特
記
し
て
伝
え
た
く
思
っ
た
の

で
あ
る
。

な
お
、
当
時
、
猫
と
双
璧
を
な
す
飼
育
動
物
と
し
て
犬
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

『

色
々
見
聞
し
た
る
事
を
笑
ひ
に
書』

に
は
犬
を
飼
育
し
た
と
い
う
記
載
は
な

い
。
充
真
院
は
い
う
な
れ
ば
猫
派
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

(

１)

金
魚
の
飼
育
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
本
の
六
八
〜
七
〇
頁
。

(

２)

右
同
書
、
六
八
頁
。

(

３)

右
同
書
、
六
九
頁
。

(

４)

右
同
書
、
七
〇
頁
。

(

５)

右
同
書
、
六
九
頁
。

(

６)

め
だ
か
に
つ
い
て
は
右
同
書
、
六
九
頁
。

(

７)

河
鹿
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
、
七
〇
頁
。
河
鹿
に
関
す
る
引
用
も
特
記
な
き
場

合
は
、
全
て
当
該
頁
で
あ
る
。

(

８)

充
真
院
が
宇
津
ノ
谷
峠
を
訪
れ
た
件
に
つ
い
て
は
、『

内
藤
家
文
書
増
補
・
追

加
目
録
８

延
岡
藩
主
夫
人

内
藤
充
真
院
繁
子
道
中
日
記』

に
収
載
さ
れ
て
い

る

｢

三
下
り
う
か
ぬ
不
調
子｣

の
一
九
七
頁
。
な
お
、
充
真
院
は
初
め
て
の
大
旅

行
で
あ
る
文
久
三
年
に
も
、
東
海
道
を
西
に
進
む
途
中
の
四
月
十
三
日
に
宇
津
ノ

谷
峠
を
通
過
し
た
。
そ
の
折
は
、
宇
津
ノ
谷
峠
の
険
し
さ
を
旅
日
記

｢

五
十
三
次

ね
む
り
の
合
の
手｣

に
記
し
た

(

二
三
頁)

も
の
の
、
河
鹿
に
つ
い
て
の
記
録
は

な
い
。

(

９)

猫
に
つ
い
て
は
右
同
書
の
七
一
頁
・
九
六
頁
・
九
七
頁
・
一
〇
〇
頁
に
記
載
が

あ
る
。
い
ず
れ
も
短
文
で
あ
る
。

(

10)

右
同
書
、
七
一
頁
。
九
七
頁
は
草
稿
で
同
文
で
あ
る
。

(

11)

狆
や
猫
の
蚤
を
駆
除
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
右
同
書
の
七
一
頁
と
九
六
頁
に

同
文
の
記
載
が
あ
る
。
前
者
が
清
書
で
後
者
が
草
稿
で
あ
る
。
な
お
、
冒
頭
の
目

次
で
は
、
こ
の
前
者
に
つ
い
て

｢

猫
の
事｣

と
題
し
て
い
る
。

(

12)

右
同
書
、
一
〇
〇
頁
。

(

以
下
、｢

５｣

以
降
は
次
号
に
続
く)
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