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⽇
向
国
延
岡
藩
内
藤
充
真
院
著
﹁
五
⼗
三
次
ね
む
り
の
合
の
⼿
﹂ 

︱
陸
路
を
⾏
く 

現
代
語
訳
・
解
説
︵
⼆
︶
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神
崎 

直
美 

  
は
じ
め
に 

 
 

本
稿
は
前
号
の
続
編
で
︑
⽇
向
国
延
岡
藩
内
藤
家︵
譜
代
︑
七
万
⽯
︶の
藩
主
政
順
の
夫
⼈
で
あ
っ
た
充
真
院
が
執
筆
し
た
﹁
五
⼗
三
次
ね

む
り
の
合
の
⼿
﹂
に
つ
い
て
︑
現
代
語
訳
と
解
説
を
試
み
た
も
の
で
あ
る(

１)

︒
対
象
と
し
た
箇
所
は
⽂
久
三
年
︵
⼀
⼋
六
三
︶
四
⽉
⼗
⼀
⽇

の
前
号
の
続
き
の
記
述
か
ら
︑
同
⽉
⼗
四
⽇
の
途
中
ま
で
で
あ
る(

２)

︒
地
域
と
し
て
は
相
模
国
の
箱
根
越
え
を
終
え
て
関
東
を
離
れ
︑
伊
⾖

国
を
通
過
し
て
駿
河
国
を
進
み
︑
⼤
井
川
を
渡
り
遠
江
国
に
⾜
を
踏
み
⼊
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
︒ 

旅
を
始
め
て
か
ら
早
く
も
六
⽇
か
ら
九
⽇
を
経
て
︑
充
真
院
を
は
じ
め
同
⾏
者
た
ち
も
疲
労
し
て
い
る
様
⼦
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
で

あ
ろ
う
か
︑
記
載
の
位
置
が
不
適
切
な
部
分
が
わ
ず
か
と
は
い
え
存
在
す
る
︒
充
真
院
は
延
岡
に
到
着
し
て
か
ら
紀
⾏
⽂
を
執
筆
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
道
中
で
備
忘
録
を
つ
け
て
い
た
︒
備
忘
録
に
書
き
留
め
る
際
に
配
置
が
乱
れ
︑
そ
れ
が
後
に
紀
⾏
⽂
を
し

た
た
め
る
際
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 

旅
の
⽇
々
に
お
い
て
︑
か
つ
て
充
真
院
が
書
物
を
読
み
︑
ま
た
は
⼈
か
ら
聞
い
て
知
り
得
た
駿
河
国
の
名
所
と
い
う
べ
き
景
観
や
名
物
を
︑

東
海
道
を
進
み
な
が
ら
⾃
ら
の
⽬
で
⾒
て
⼼
で
感
じ
る
体
験
を
重
ね
て
い
る
様
⼦
を
︑
以
下
で
⾒
て
み
よ
う
︒ 

 

︵
城
⻄
⼈
⽂
研
究
第
37
巻
︶ 
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⼀ 

伊
⾖
国
か
ら
駿
河
国
へ 

①  
四
⽉
⼗
⼀
⽇
・
続
き 

︵
六
⽇
⽬
︶ 

宗
閑
寺
で
⼩
休
憩 

原
⽂ 
程
な
く
︑
⼭
中
宗
閑
寺
と
い
へ
る
⼩
休
に
来
る
︑
⼭
中
の
事
に
て
座
敷
次
抔
は
板
は
り
抔
有
て
︑
む
さ
く
る
し
く
︑
寺
の
事
故
︑

何
事
も
と
と
か
す
︑
や
う
や
う
次
向
上
へ
あ
か
る
く
ら
ひ
︑
い
つ
も
上
け
し
と
て
︑
⾚
飯
に
煮
染
そ
へ
出
し
︑
少
し
空
腹
に
も
成
し
事
︑
好

物
故
嬉
敷
た
へ
し
所
︑
け
ふ
り
く
さ
く
て
⼀
⼝
も
た
へ
ら
れ
す
︑
お
光
は
⼭
中
い
ね
ふ
り
し
ゆ
へ
に
︑
か
こ
の
⼾
明
る
と
︑
ち
こ
わ
も
損
し

ち
ら
し
髪
︑
其
う
へ
寒
く
候
は
ん
さ
る
と
う
着
を
上
に
着
︑
た
わ
ひ
な
く
ふ
し
居
し
ま
ま
︑
皆
お
こ
せ
と
⼼
付
す
と
ふ
せ
し
物
哉
と
︑
や
う

や
う
に
お
こ
し
て
⾏
を
︑
駕
籠
の
⼈
に
⾒
せ
し
と
⼼
つ
か
ひ
す
︑ 

現
代
語
訳 

ま
も
な
く
⼭
中
と
い
う
地
に
あ
る
宗
閑
寺
で
⼩
休
憩
を
し
た
︒
⼭
の
中
に
あ
る
寺
な
の
で
畳
を
敷
い
た
座
敷
が
少
な
く
︑
次

の
間
や
そ
れ
以
外
の
部
屋
な
ど
は
板
張
り
で
や
ぼ
っ
た
い
︒
そ
も
そ
も
寺
な
の
で
︑
万
事
に
お
い
て
本
陣
の
よ
う
に
は
⾏
き
届
か
な
い
︒
私

の
⾝
近
な
御
付
の
者
は
よ
う
や
く
次
の
間
に
⼊
室
で
き
た
が
︑
他
の
者
た
ち
は
上
が
る
部
屋
が
無
く
⼾
外
で
休
憩
し
た
︒
寺
は
私
た
ち
に
︑

⾚
飯
に
煮
染
を
添
え
て
供
し
て
く
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
寺
が
来
客
に
い
つ
も
ふ
る
ま
う
品
で
あ
る
そ
う
だ
︒
私
は
少
し
空
腹
を
覚
え
て
い
た
う

え
︑
⾚
飯
と
煮
染
は
好
物
な
の
で
嬉
し
く
思
い
⼝
に
し
た
が
︑
燻
さ
れ
た
よ
う
な
味
で
そ
れ
以
上
は
⼀
⼝
も
⾷
べ
ら
れ
な
か
っ
た
︒ 

光
姫
は
⼭
の
中
の
道
を
進
む
間
︑
駕
籠
の
中
で
居
眠
り
を
し
て
い
た
た
め
に
︑
宗
閑
寺
に
到
着
し
て
駕
籠
の
⼾
を
開
く
と
︑
稚
児
輪
に
結

っ
て
い
た
髪
が
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ど
け
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
光
姫
は
寒
か
っ
た
た
め
下
着
で
あ
る
胴
着
を
着
物
の
上
に
⽻
織
り
︑
正
体
も
無
く

眠
り
駕
籠
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
た
︒
御
付
の
⼥
中
ら
が
光
姫
を
起
こ
そ
う
と
し
た
け
れ
ど
︑
光
姫
は
倒
れ
込
む
程
眠
っ
て
い
た
の
で
起
こ

す
の
に
⼿
こ
ず
っ
た
︒
⾝
繕
い
が
乱
れ
た
ま
ま
の
光
姫
が
駕
籠
か
ら
降
り
て
座
敷
に
向
か
う
姿
を
︑
駕
籠
を
運
ん
で
く
れ
た
男
性
ら
に
⾒
せ

た
く
な
い
と
思
い
︑
私
は
気
を
も
ん
だ
︒ 

 

解
説 

箱
根
か
ら
伊
⾖
へ
向
か
う
東
海
道
は
︑
⼭
の
合
い
間
を
下
り
な
が
ら
進
む
︒
⼭
中
と
は
間
の
宿
の
⼭
中
新
⽥
の
こ
と
で
あ
る(

３)

︒
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充
真
院
⼀
⾏
は
⼩
休
憩
の
際
に
当
地
の
御
⼩
休
本
陣
の
笹
屋
を
利
⽤
せ
ず
に
︑笹
屋
か
ら
少
し
下
っ
た
位
置
に
あ
る
宗
閑
寺
で
休
憩
し
た(

４)

︒

思
い
が
け
ず
笹
屋
に
予
定
外
の
先
客
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
宗
閑
寺
は
⼭
中
城
の
三
の
丸
の
裏
⼿
に
位
置
す
る
浄
⼟
宗
寺
院
で
あ
る
︒
内

藤
家
は
浄
⼟
宗
を
崇
敬
し
て
お
り
︑
関
東
総
本
⼭
で
あ
る
光
明
寺
に
と
っ
て
⼤
檀
那
な
の
で
︑
事
前
に
光
明
寺
が
宗
閑
寺
に
充
真
院
⼀
⾏
が

休
憩
の
た
め
に
⽴
ち
寄
る
こ
と
を
連
絡
し
て
配
慮
を
依
頼
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
休
憩
し
た
際
の
様
⼦
か
ら
は
︑
充
真
院
⼀

⾏
は
宗
閑
寺
か
ら
特
別
に
丁
寧
な
接
待
を
受
け
て
い
な
い
︒
光
明
寺
側
か
ら
宗
閑
寺
に
事
前
に
充
真
院
⼀
⾏
が
⼩
休
憩
を
す
る
こ
と
に
つ
い

て
連
絡
を
し
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
︒
こ
の
度
の
旅
は
急
に
出
発
し
た
た
め
︑
光
明
寺
の
内
藤
家
墓
地
に
参
拝
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
か
っ
た

と
い
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
光
明
寺
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
道
中
で
浄
⼟
宗
寺
院
に
⽴
ち
寄
る
こ
と
を
連
絡
し
て
便
宜
を
計
っ
て
も
ら
う
余
裕
が

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
⼭
中
城
の
辺
り
は
富
⼠
⼭
が
美
し
く
⾒
え
る
地
で
あ
る
が
︑
充
真
院
の
記
述
に
は
富
⼠
⼭
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い

な
い
︒
明
確
な
理
由
は
記
載
し
て
い
な
い
が
︑
充
真
院
は
こ
の
地
で
富
⼠
⼭
を
⾒
る
機
会
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒ 

宗
閑
寺
へ
到
着
し
て
光
姫
が
乗
っ
て
い
る
駕
籠
の
⼾
を
開
い
た
と
こ
ろ
︑
光
姫
が
駕
籠
の
中
に
横
た
わ
り
正
体
無
く
眠
っ
て
い
た
こ
と
︑

稚
児
輪
に
結
っ
て
い
た
髪
が
ば
ら
ば
ら
に
乱
れ
て
い
た
こ
と
︑
さ
ら
に
防
寒
⽤
下
着
で
あ
る
胴
着
を
上
着
の
上
に
着
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ

か
り
︑
充
真
院
は
光
姫
の
姫
君
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
姿
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
︒
⽇
頃
︑
光
姫
に
し
つ
け
を
施
し
て
い
た
充
真
院
に

と
っ
て
︑
そ
し
て
⾝
分
制
社
会
を
⽣
き
る
上
流
階
級
の
⼈
物
の
矜
持
と
し
て
︑
光
姫
の
姿
と
⾏
為
は
だ
ら
し
な
く
︑
残
念
極
ま
り
な
か
っ
た
︒ 

 
 

②  

三
嶋
明
神
を
参
詣
す
る 

原
⽂ 

こ
こ
も
そ
こ
そ
こ
に
し
て
︑
下
り
に
段
々
成
に
し
た
か
ひ
家
数
も
多
く
な
り
て
︑
⽴
つ
つ
く
⽐
に
⽯
敷
し
有
も
な
く
︑
物
売
ふ
家

抔
も
多
く
な
り
て
︑
三
嶋
の
宿
に
つ
き
ぬ
︑
も
は
や
明
神
前
に
成
し
と
の
故
︑
少
し
昼
に
は
早
候
は
ん
ま
ま
三
嶋
明
神
へ
参
詣
致
度
︑
先
供

は
⾏
過
し
ま
ま
︑
有
合
し
た
る
⼈
の
み
に
て
よ
く
と
駕
籠
よ
り
お
り
て
︑
御
⾨
の
う
ち
は
⽵
の
⽣
か
き
︑
明
神
様
普
請
さ
い
中
と
て
御
か
り
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家
也
︑
ふ
し
お
か
み
︑
末
社
之
⽅
に
庭
⿃
多
く
お
り
て
︑
鶏
を
つ
ら
ま
へ
⾒
ん
と
て
少
し
遊
ひ
︑
是
よ
り
す
く
に
徒
歩
に
て
ゆ
か
ん
と
思
ひ

し
か
と
︑
お
光
な
り
悪
く
候
ゆ
へ
︑
⼜
駕
籠
に
乗
て
昼
休
迄
ゆ
き
ぬ
︑ 

現
代
語
訳 

宗
閑
寺
で
の
休
憩
は
短
時
間
で
終
わ
り
に
し
て
︑
さ
ら
に
⼭
の
合
い
間
の
坂
道
を
下
っ
て
⾏
く
と
︑
進
む
に
し
た
が
い
家
の

数
が
増
え
た
︒
家
が
道
に
⽴
ち
並
ぶ
所
ま
で
⾏
く
と
︑
箱
根
路
の
⽯
畳
が
終
わ
り
道
沿
い
で
商
売
を
し
て
い
る
店
が
多
く
な
り
︑
宿
場
町
の

三
島
に
つ
い
た
︒こ
こ
は
既
に
三
嶋
明
神
の
⾨
前
で
あ
る
と
い
う
︒昼
⾷
に
は
ま
だ
少
し
早
い
の
で
︑三
嶋
明
神
を
参
詣
し
た
い
と
思
っ
た
︒

先
⾏
し
て
進
ん
で
い
た
御
供
た
ち
は
既
に
三
嶋
明
神
の
前
を
通
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
私
は
﹁
今
︑
こ
こ
に
居
る
者
た
ち
だ
け
で
か
ま
わ

な
い
の
で
参
拝
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
⾔
い
︑
駕
籠
か
ら
降
り
た
︒
三
嶋
明
神
の
⾨
か
ら
境
内
を
⾒
る
と
︑
両
側
に
⽵
の
⽣
垣
が
⾒
え
た
︒
三
嶋

明
神
の
御
宮
は
再
建
⼯
事
の
最
中
で
︑
仮
の
御
宮
で
あ
っ
た
︒
仮
の
御
宮
の
前
で
︑
私
は
伏
し
拝
ん
だ
︒
末
社
の
⽅
に
は
鶏
が
た
く
さ
ん
い

た
の
で
︑
同
⾏
者
ら
と
鶏
を
捕
ま
え
よ
う
と
戯
れ
て
少
し
ば
か
り
時
を
過
ご
し
た
︒
三
嶋
明
神
の
参
詣
を
終
え
︑
こ
こ
か
ら
す
ぐ
に
歩
い
て

進
も
う
と
思
っ
た
が
︑
光
姫
の
⾝
繕
い
が
整
っ
て
い
な
い
の
で
︑
再
び
駕
籠
に
乗
り
昼
休
み
を
す
る
場
所
ま
で
進
む
こ
と
に
し
た
︒ 

解
説 

三
嶋
明
神
と
は
現
在
の
三
嶋
⼤
社
の
こ
と
で
あ
る
︒
正
⾯
の
⼤
⿃
居
の
前
に
東
海
道
が
東
⻄
に
通
っ
て
い
る
の
で
︑
充
真
院
⼀
⾏

は
歩
を
進
め
る
う
ち
に
⾨
前
に
着
い
た
の
で
あ
る
︒
当
初
は
参
詣
す
る
予
定
で
は
な
か
っ
た
が
︑
充
真
院
の
希
望
で
急
遽
参
詣
し
た
︒
建
設

中
で
仮
の
御
宮
で
あ
っ
た
の
は
︑
境
内
の
建
物
の
ほ
と
ん
ど
が
嘉
永
七
年
︵
⼀
⼋
五
四
︑
安
政
元
年
に
改
元
︶
⼗
⼀
⽉
四
⽇
の
安
政
東
海
地

震
で
倒
壊
し
︑
再
建
中
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
な
お
︑
社
殿
︱
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
か
ら
な
る
権
現
造
︒
御
殿
と
称
す
︱
は
慶
応
⼆
年
︵
⼀

⼋
六
六
︶
に
再
建
さ
れ
た(

５)

︒
充
真
院
ら
は
末
社
の
辺
り
に
い
た
鶏
を
追
い
か
け
て
遊
ぶ
な
ど
︑
短
時
間
と
は
い
え
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

た
︒三
嶋
明
神
の
正
⾯
の
⾨
︑太
⿎
橋
と
そ
の
左
右
に
広
が
る
神
池
︑中
⾨
︑御
宮
な
ど
を
︑充
真
院
は
簡
単
な
が
ら
挿
絵
と
し
て
描
い
た(

６)

︒ 

 

③  

居
眠
り
し
な
が
ら
三
島
か
ら
沼
津
・
原
へ 
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原
⽂ 

我
は
駕
籠
に
の
り
て
た
へ
す
い
ね
ふ
り
し
て
は
︑
う
し
ろ
の
⽅
へ
と
ん
と
ん
と
あ
て
る
ゆ
へ
あ
ふ
な
く
︑
泰
三
郎
駕
籠
わ
き
に
て

聞
︑
と
ふ
か
ふ
と
ん
や
う
な
る
か
ふ
り
候
様
に
と
気
を
付
く
れ
候
︑
我
も
左
様
に
な
さ
は
や
と
︑
只
今
い
ひ
し
所
あ
て
し
に
て
︑
う
し
ろ
の

つ
む
り
余
程
は
れ
い
た
み
こ
ま
り
申
候
︑
是
よ
り
は
⼿
ぬ
く
ひ
に
て
も
か
ふ
り
候
は
ん
申
居
ぬ
︑
我
に
て
も
あ
て
ま
し
と
は
思
ひ
つ
れ
と
つ

い
つ
い
あ
て
る
也
︑
夫
に
て
度
々
め
さ
む
る
時
と
有
︑
初
て
の
旅
前
よ
り
の
つ
か
れ
に
て
︑
髪
指
を
落
し
候
者
抔
も
多
く
有
︑
我
は
ほ
う
つ

故
︑
髪
の
損
し
候
と
云
事
も
な
く
仕
合
と
思
︑
こ
こ
を
⽴
出
︑
沼
津
に
か
か
れ
は
︑
⻑
き
松
原
の
う
ち
︑
弥
次
・
幾
太
⼋
之
事
思
ひ
て
︑
定

め
し
こ
こ
ら
に
て
お
か
し
き
事
あ
ら
ん
抔
思
て
︑ 

現
代
語
訳 

私
は
駕
籠
に
乗
っ
て
か
ら
常
に
居
眠
り
を
し
て
い
た
の
で
︑
体
が
揺
れ
て
駕
籠
の
後
の
部
分
に
﹁
と
ん
と
ん
﹂
と
⾳
が
す
る

程
強
く
後
頭
部
を
打
ち
付
け
危
険
で
あ
っ
た
︒
そ
の
⾳
を
警
護
の
た
め
駕
籠
の
横
に
付
き
従
っ
て
い
る
家
中
の
男
性
四
⼈
の
う
ち
の
⼀
⼈
で

あ
る
泰
三
郎
が
聞
き
つ
け
︑﹁
ど
う
か
布
団
の
よ
う
な
も
の
を
頭
に
か
ぶ
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
︑
駕
籠
の
外
か
ら
私
を
気
遣
っ
て
声
を
か
け
て

く
れ
た
︒
私
も
﹁
そ
の
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
﹂
と
返
答
し
た
と
同
時
に
︑
ま
た
後
頭
部
を
駕
籠
に
ぶ
つ
け
た
︒
後
頭
部
が
か
な
り
腫
れ
て
痛

み
︑
私
は
困
っ
て
し
ま
っ
た
︒﹁
今
か
ら
頭
に
⼿
拭
で
も
か
ぶ
り
ま
す
﹂
と
︑
私
は
駕
籠
の
中
か
ら
泰
三
郎
に
伝
え
た
︒
後
頭
部
を
ぶ
つ
け
な

い
よ
う
に
し
よ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
思
い
に
反
し
て
ぶ
つ
け
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
度
々
ぶ
つ
け
て
は
眠
り
か
ら
⽬
が
覚
め

た
︒
私
た
ち
に
と
っ
て
初
め
て
の
⻑
旅
で
あ
る
︒
江
⼾
屋
敷
を
出
発
し
て
か
ら
今
⽇
ま
で
の
疲
れ
の
た
め
に
︑
⼥
中
の
な
か
に
は
簪
を
落
し

た
者
が
多
く
い
た
︒
私
の
髪
型
は
﹁
ほ
う
つ
﹂
︱
坊
主
︱
な
の
で
︑
皆
の
よ
う
に
結
い
上
げ
た
髪
が
乱
れ
ず
幸
い
と
思
っ
た
︒
三
島
を
出
発

し
て
沼
津
ま
で
来
る
と
⻑
い
松
原
︱
千
本
松
原
︱
が
あ
る
︒
か
つ
て
読
ん
だ
﹃
東
海
道
中
膝
栗
⽑
﹄
の
主
⼈
公
で
あ
る
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多

⼋
の
事
を
思
い
出
し
た
︒
⼆
⼈
は
き
っ
と
こ
の
辺
り
で
⾯
⽩
い
事
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
︑
思
い
め
ぐ
ら
し
た
︒ 

解
説 

旅
を
は
じ
め
て
六
⽇
⽬
に
な
り
⼀
⾏
は
皆
︑
疲
れ
き
っ
て
い
た
︒
そ
の
様
⼦
は
充
真
院
が
駕
籠
の
中
で
居
眠
り
を
繰
り
返
し
︑
睡

魔
に
勝
て
ず
後
頭
部
が
腫
れ
て
痛
む
ほ
ど
何
度
も
ぶ
つ
け
て
い
る
こ
と
や
︑
多
く
の
⼥
中
が
髪
に
挿
し
て
い
た
⼤
切
な
簪
を
落
し
て
し
ま
っ
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た
と
い
う
具
体
的
な
描
写
か
ら
よ
く
わ
か
る
︒
充
真
院
の
駕
籠
の
横
に
護
衛
と
し
て
付
き
従
っ
て
い
る
泰
三
郎
︱
佐
久
間
泰
三
郎
恭
明
︱
と

充
真
院
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
会
話
は
︑
こ
の
紀
⾏
⽂
の
⾒
所
で
も
あ
る
︒
当
時
︑
泰
三
郎
は
充
真
院
様
御
⽤
達
・
御
姫
様
御
⽤
達
兼
帯
を
勤

め
て
い
た(
７)

︒
充
真
院
が
居
眠
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
︑
⼀
⾏
は
駿
河
国
の
沼
津
に
来
て
い
た
︒
充
真
院
は
沼
津
の
千
本
松
原
を
⽬
に
し
た

折
︑
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
⼋
の
珍
道
中
の
﹃
膝
栗
⽑
﹄︑
す
な
わ
ち
﹃
東
海
道
中
膝
栗
⽑
﹄
で
︑
⼆
⼈
が
沼
津
で
愉
快
な
こ
と
を
し
た
話
を
思

い
出
し
た
︒
当
地
で
の
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
⼋
の
愉
快
な
出
来
事
と
は
︑
千
本
松
原
の
景
⾊
を
喜
多
⼋
が
狂
歌
に
詠
ん
だ
こ
と
︑
及
び
そ
の

狂
歌
を
途
中
か
ら
⼀
緒
に
歩
い
て
い
た
武
⼠
に
感
⼼
さ
れ
た
こ
と
︑
⼆
⼈
が
護
摩
の
灰
︱
旅
⼈
に
扮
し
た
泥
棒
︱
に
つ
い
て
武
⼠
と
頓
珍
漢

な
会
話
を
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る(

８)

︒
こ
の
記
述
か
ら
充
真
院
が
﹃
東
海
道
中
膝
栗
⽑
﹄
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
教
養
豊
か
な

充
真
院
だ
か
ら
こ
そ
︑
か
つ
て
書
物
で
読
ん
で
知
っ
て
い
た
そ
の
現
地
で
︑
思
い
を
は
せ
る
楽
し
み
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
充
真
院
が
⾒
た
沼
津
の
千
本
松
原
は
当
時
か
ら
景
勝
地
と
し
て
名
⾼
い
︒
千
本
松
原
は
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
に
も
紹
介
さ

れ
て
い
る(

９)

︒
⿊
松
が
は
る
か
に
続
く
千
本
松
原
は
︑
当
地
の
乗
運
寺
住
職
増
譽
上
⼈
が
潮
害
除
け
と
し
て
植
え
た
こ
と
が
起
源
と
⾔
わ
れ

て
い
る
︒
東
海
道
を
上
る
際
に
松
並
⽊
の
右
に
富
⼠
⼭
を
遠
望
で
き
︑
左
に
は
駿
河
湾
が
広
が
り
︑
そ
の
元
に
は
⽩
い
砂
浜
が
沿
っ
た
⽩
砂

⻘
松
の
絶
景
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
充
真
院
は
千
本
松
原
の
景
観
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
︒
そ
の
理
由
は
次
に
続
く
よ
う
に
体
調
不
良
で
あ

り
︑
景
⾊
を
愛
で
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒ 

 ④  

体
調
不
良 

原
⽂ 

と
に
か
く
気
分
悪
く
︑
や
ま
越
も
済
し
ま
ま
︑
ち
と
歩
⾏
せ
よ
と
い
わ
れ
け
れ
と
︑
あ
ゆ
む
⼼
も
な
く
て
︑
⼜
歩
⾏
す
れ
は
︑
泊

り
に
お
そ
ふ
着
す
︑
不
都
合
と
思
ひ
︑
ま
つ
ま
つ
駕
籠
に
乗
て
⾏
︑
原
と
い
ふ
所
に
や
と
り
ぬ
︑
け
ふ
は
天
気
も
よ
く
七
ツ
⽐
に
着
︑
此
や

と
は
広
く
き
れ
ゐ
に
て
悦
︑
着
も
早
き
ゆ
へ
︑
納
⼾
初
道
中
計
の
や
と
ひ
に
申
附
候
⾯
々
に
逢
︑
冨
⼠
⼭
も
よ
く
⾒
ゆ
る
と
い
ひ
け
れ
と
︑
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眠
気
悪
き
ゆ
へ
か
少
し
も
⾒
へ
す
︑
と
ふ
そ
と
ふ
そ
⾒
お
さ
め
故
︑
⾒
度
と
思
ふ
の
み
残
念
に
思
ふ
︑
此
宿
の
庭
よ
く
そ
う
し
し
て
︑
⼩
⽯

を
⽔
の
様
に
筋
付
有
お
も
し
ろ
し
︑
此
時
分
は
め
い
と
と
悪
く
て
何
事
も
と
め
す
︑
程
へ
て
残
念
ゆ
へ
︑
書
し
ま
ま
ち
か
ひ
し
所
も
多
か
ら

ん
︑ 現

代
語
訳 
駕
籠
に
乗
り
揺
ら
れ
て
い
る
と
︑
と
に
か
く
気
分
が
悪
く
て
堪
ら
な
い
︒﹁
⼭
越
え
が
終
っ
た
の
で
︑
少
し
歩
い
て
は
い
か
が

で
す
か
﹂
と
お
付
の
者
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
け
れ
ど
︑
歩
く
気
持
ち
に
な
れ
な
い
︒
さ
ら
に
︑
私
が
歩
く
と
宿
泊
す
る
予
定
の
宿
に
到
着

す
る
の
が
遅
れ
て
都
合
が
悪
い
と
も
思
い
︑
こ
の
ま
ま
駕
籠
に
乗
っ
て
進
む
こ
と
に
し
た
︒
今
晩
は
原
と
い
う
宿
場
で
宿
泊
す
る
︒
今
⽇
は

天
気
が
良
く
午
後
四
時
頃
に
原
の
本
陣
に
到
着
し
た
︒
こ
の
本
陣
の
室
内
は
広
く
き
れ
い
な
の
で
う
れ
し
く
喜
ん
だ
︒
到
着
が
早
か
っ
た
の

で
︑
私
は
納
⼾
役
を
は
じ
め
こ
の
旅
の
た
め
に
の
み
雇
⽤
し
た
者
た
ち
と
⾯
会
し
た
︒
富
⼠
⼭
が
良
く
⾒
え
る
と
い
う
が
︑
私
は
眠
た
く
て

⽬
が
霞
ん
で
い
る
た
め
か
少
し
も
富
⼠
⼭
が
⾒
え
な
い
︒﹁
ど
う
か
︑
ど
う
か
延
岡
に
転
居
し
て
し
ま
え
ば
︑
富
⼠
⼭
を
⾒
る
こ
と
も
な
い
の

で
︑
⾒
納
め
と
し
て
是
⾮
と
も
⾒
た
い
﹂
と
願
っ
た
が
︑
私
の
⽬
で
は
⾒
る
こ
と
が
叶
わ
ず
残
念
で
た
ま
ら
な
い
︒
本
陣
の
庭
は
掃
除
が
⾏

き
届
き
︑
⼩
⽯
を
敷
き
つ
め
て
流
⽔
の
よ
う
に
模
様
を
付
け
た
枯
⼭
⽔
を
設
え
⾵
情
が
あ
る
︒
⼣
⽅
に
な
り
薄
暗
く
な
る
と
︑
視
⼒
が
た
い

へ
ん
落
ち
て
何
も
よ
く
は
⾒
え
な
い
︒
こ
の
⽂
章
を
し
た
た
め
て
い
る
現
在
︑
既
に
旅
か
ら
⽉
⽇
を
経
て
し
ま
い
︑
残
念
で
あ
る
が
記
載
し

た
内
容
に
間
違
い
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
︒ 

解
説 

駕
籠
は
必
ず
し
も
楽
な
乗
り
物
で
は
な
い
︒
狭
い
空
間
に
座
り
︑
か
つ
揺
れ
る
の
で
︑
時
々
駕
籠
か
ら
降
り
て
歩
く
⽅
が
体
の
た

め
に
は
良
い
︒
充
真
院
に
歩
く
こ
と
を
勧
め
た
⼈
物
の
名
前
は
具
体
的
に
記
載
し
て
い
な
い
が
︑
駕
籠
の
横
に
付
き
添
っ
て
い
る
泰
三
郎
で

あ
ろ
う
︒
原
に
は
本
陣
が
⼀
軒
あ
り
︑
渡
辺
平
左
衛
⾨
と
称
す(

1 0)

︒
こ
の
本
陣
は
御
殿
暮
ら
し
の
充
真
院
が
喜
ぶ
程
な
の
で
︑
実
に
⽴
派
な

室
内
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
庭
に
は
⽔
の
流
れ
に
⾒
⽴
て
た
⽯
庭
ま
で
設
え
て
あ
り
︑
充
真
院
は
⾵
流
な
様
⼦
に
感
⼼
し
た
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
充
真
院
は
富
⼠
⼭
を
⾒
納
め
す
る
機
会
を
逸
し
た
と
悔
や
ん
で
い
る
︒
充
真
院
が
こ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
江
⼾
か
ら
は
︑
富
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⼠
⼭
が
遠
望
で
き
る
︒
江
⼾
︑
関
東
︑
東
国
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
富
⼠
⼭
と
の
別
れ
で
も
あ
る
と
充
真
院
は
認
識
し
て
い
た
︒
そ
れ

は
﹁
⾒
お
さ
め
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
窺
わ
れ
る
︒
本
陣
に
到
着
し
た
後
︑
時
間
の
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
︑
充
真
院
が
⾝
の
周
り
の
品
物
な
ど

の
調
達
を
し
て
く
れ
る
男
性
の
家
⾂
で
あ
る
納
⼾
役
や
︑
こ
の
旅
の
た
め
に
の
み
雇
⽤
し
た
庶
⺠
の
下
働
き
の
者
た
ち
に
⾯
会
す
る
こ
と
に

し
た
の
は
︑
こ
れ
ら
の
者
た
ち
に
労
う
⾔
葉
を
か
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
充
真
院
の
気
配
り
の
表
れ
で
あ
る
︒
⾯
会
し
た
者
た
ち
は
︑
充
真

院
の
⼼
遣
い
を
畏
れ
多
く
︑
あ
り
が
た
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
充
真
院
の
⽬
の
具
合
に
つ
い
て
の
記
述
も
度
々
あ
っ
た
︒
昼
間
は
眠
気

ゆ
え
か
霞
み
︑
⼣
刻
は
よ
く
⾒
え
な
い
と
の
こ
と
で
︑
年
齢
相
応
の
⽩
内
障
︑
さ
ら
に
は
⿃
⽬
の
症
状
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑
こ
の
⽇
の
記
述
の
末
尾
に
︑
⽉
⽇
を
経
て
か
ら
執
筆
し
た
の
で
間
違
い
が
多
い
可
能
性
を
記
し
て
い
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑

充
真
院
は
旅
の
様
⼦
を
備
忘
録
に
書
き
留
め
︑
延
岡
に
到
着
し
て
か
ら
⽂
章
化
し
て
い
る
︒
⼗
⼀
⽇
に
つ
い
て
は
備
忘
録
の
記
述
が
⼗
分
で

は
な
く
︑
そ
の
配
置
に
乱
れ
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
後
に
備
忘
録
を
め
く
り
︑
旅
を
思
い
出
し
な
が
ら
⽂
章
を
し
た
た
め
た
が
︑
⾃
信
が
な

い
箇
所
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
充
真
院
は
⾝
近
な
⼈
々
を
読
者
と
想
定
し
て
こ
の
紀
⾏
⽂
を
作
成
し
て
お
り
︑
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
こ
と
を
素
直
に
表
明
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
良
⼼
的
な
執
筆
者
と
し
て
の
充
真
院
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
︒ 

 

 

⼆ 

駿
河
国
の
名
所
と
名
物 

①  

四
⽉
⼗
⼆
⽇ 

︵
七
⽇
⽬
︶ 

名
所
の
松
原
と
左
富
⼠ 

原
⽂ 

原
本
陣
⽴
出
︑
少
し
⾏
て
気
分
少
し
は
宜
敷
成
し
ま
ま
︑
朝
之
う
ち
歩
⾏
せ
は
や
と
思
て
松
原
を
⾏
と
お
も
し
ろ
か
ら
す
︑
松
の

陰
を
と
ふ
哉
と
思
ひ
て
ま
た
き
抔
し
け
れ
は
︑
⼈
々
な
せ
に
⼤
ま
た
に
せ
し
と
い
わ
れ
て
と
ふ
か
と
思
て
也
と
い
い
抔
し
ぬ
れ
は
︑
気
⾊
の

よ
き
を
⾒
る
所
て
も
な
く
︑
夫
よ
り
は
や
は
り
駕
籠
の
⽅
ま
し
な
ら
め
と
の
り
て
⾏
に
︑
直
に
柏
原
と
い
へ
る
⼩
休
に
着
し
︑
冨
⼠
薄
く
⾒

ゆ
る
と
知
ら
せ
け
れ
と
中
々
み
へ
す
︑
き
せ
川
橋
と
知
ら
せ
ら
れ
︑
何
か
こ
た
こ
た
し
た
る
つ
ま
ら
ぬ
⼩
橋
有
︑
元
の
き
せ
河
橋
は
是
よ
り
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右
⼿
の
少
し
奥
成
よ
し
︑
名
残
に
不
⼆
⼭
よ
く
⾒
へ
た
ら
は
と
よ
か
ら
ん
と
思
ひ
つ
つ
︑
原
宿
の
う
ち
に
て
少
々
の
間
︑
ふ
し
左
⼿
に
⾒
ゆ

る
所
之
⽥
畑
之
気
⾊
よ
く
︑
⾒
へ
ぬ
⽬
の
お
し
く
思
ひ
思
ひ
て
な
み
松
を
過
︑ 

 

現
代
語
訳 

原
の
本
陣
を
出
発
し
て
少
し
進
む
と
︑
出
発
時
に
は
あ
ま
り
良
く
な
か
っ
た
私
の
体
調
が
快
復
し
た
の
で
︑﹁
朝
の
う
ち
に
駕

籠
か
ら
降
り
て
歩
こ
う
﹂
と
思
い
︑
松
原
に
沿
っ
て
眺
め
な
が
ら
歩
い
て
み
た
が
⾯
⽩
く
な
か
っ
た
︒
で
は
︑
松
原
の
中
に
⼊
り
⽊
陰
を
歩

く
と
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
い
︑
地
上
に
出
て
い
る
松
の
根
を
跨
い
で
歩
い
た
が
︑
御
付
の
者
か
ら
﹁
な
ぜ
︑
⼤
股
で
歩
く
の
で
す
か
﹂
と
⾔

わ
れ
た
の
で
︑﹁
松
原
の
中
な
ら
ば
景
⾊
が
良
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
﹂
と
返
事
を
し
た
︒
実
際
に
歩
い
て
確
認
し
た
け
れ
ど
︑
こ
の

松
原
に
景
⾊
の
良
い
所
は
無
か
っ
た
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
歩
か
ず
に
駕
籠
に
乗
っ
て
い
た
⽅
が
良
い
と
思
い
直
し
︑
駕
籠
に
乗
り
込

ん
だ
︒
す
ぐ
に
間
の
宿
で
あ
る
柏
原
に
到
着
し
て
休
憩
し
た
︒
御
付
の
者
が
﹁
こ
こ
か
ら
富
⼠
⼭
が
薄
く
⾒
え
ま
す
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
が
︑

私
の
視
⼒
で
は
な
か
な
か
富
⼠
⼭
が
⾒
え
な
い
︒
さ
ら
に
御
付
の
者
が
﹁
⽊
瀬
川
橋
が
あ
り
ま
す
﹂
と
知
ら
せ
て
く
れ
た
が
︑
そ
の
橋
は
な

ん
だ
か
趣
が
な
く
取
る
に
⾜
ら
な
い
⼩
さ
い
橋
だ
っ
た
︒
こ
の
橋
は
架
け
替
え
ら
れ
た
橋
で
あ
り
︑
元
の
⽊
瀬
川
橋
は
こ
こ
よ
り
も
右
⼿
の

奥
の
⽅
に
架
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
︒﹁
富
⼠
⼭
の
あ
る
駿
河
国
を
歩
く
名
残
と
し
て
富
⼠
⼭
が
少
し
で
も
⾒
え
た
ら
良
い
の
に
﹂
と
思
い
な

が
ら
進
ん
で
い
る
と
︑
原
と
そ
の
次
に
位
置
す
る
吉
原
の
間
で
︑
ほ
ん
の
少
し
の
間
で
あ
る
が
富
⼠
⼭
が
左
側
に
⾒
え
︑
そ
の
周
辺
の
⽥
畑

と
共
に
景
⾊
の
良
い
場
所
に
出
た
︒
私
の
視
⼒
で
は
は
っ
き
り
と
は
⾒
え
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
︑
松
並
⽊
の
道
を
進
ん
で

⾏
っ
た
︒ 

解
説 

こ
の
⽇
︑
出
発
時
は
充
真
院
の
体
調
が
あ
ま
り
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
程
な
く
体
調
が
良
く
な
っ
た
の
で
駕
籠
に
乗
ら
ず
歩

い
た
︒
早
朝
ゆ
え
空
気
が
さ
わ
や
か
で
︑
昼
間
よ
り
も
⼈
の
往
来
が
少
な
く
︑
歩
く
に
は
最
適
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
充
真
院
は
松
原

に
沿
っ
て
歩
い
た
︒
こ
れ
は
⼀
本
松
村
の
松
原
で
あ
る
︒
充
真
院
が
松
原
を
⾃
ら
の
⾜
で
歩
い
た
の
は
︑﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
に
挿
絵
と
短

歌
を
添
え
て
掲
載
さ
れ
た
著
名
な
景
勝
地
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う(
11)

︒
し
か
し
︑
充
真
院
は
あ
ま
り
楽
し
ん
で
は
い
な
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い
︒
そ
の
原
因
は
︑
当
⽇
の
天
候
で
あ
ろ
う
︒
富
⼠
が
薄
く
⾒
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
気
が
曇
り
︑
ま
た
は
晴
れ
て
い
た
と
し
て
も
空
気

が
霞
み
︑
空
が
⽩
っ
ぽ
い
⾊
な
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
空
に
加
え
て
海
の
⾊
も
鮮
や
か
な
⻘
⾊
で
は
な
く
︑
ど
ん
よ
り
と
灰
⾊
が
か

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
⻘
空
を
背
に
し
た
富
⼠
⼭
と
︑
⻘
々
と
し
た
海
原
が
松
原
の
背
景
に
あ
る
絶
景
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑
充
真
院
が
わ
ざ
わ
ざ
松
原
の
中
に
⼊
っ
て
い
っ
た
の
は
︑
⾵
光
明
媚
な
景
⾊
を
⽬
に
す
る
こ
と
を
お
お
い
に
期
待
し
て
い
た
の

で
︑
諦
め
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
松
が
⽣
い
茂
る
下
は
︑
地
表
に
ご
つ
ご
つ
と
出
て
い
る
松
の
根
を
超
え
な
が
ら
歩
く
こ

と
と
な
り
︑
⾜
元
に
注
意
す
る
た
め
視
線
は
常
に
下
向
き
で
あ
り
︑
し
か
も
︑
⾜
を
⾼
く
あ
げ
て
根
を
跨
い
だ
り
︑
根
を
踏
み
越
え
な
け
れ

ば
進
め
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
充
真
院
が
必
死
に
歩
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
充
真
院
は
⼤
股
で
歩
か
ざ
る
を
え
ず
︑
着
物
の
裾
が
乱
れ
て

し
ま
い
︑
と
う
と
う
御
付
の
者
た
ち
に
怪
訝
に
思
わ
れ
て
し
ま
っ
た
︒ 

間
の
宿
で
あ
る
柏
原
で
充
真
院
は
茶
屋
本
陣
に
⽴
ち
寄
り
休
憩
し
た
は
ず
で
あ
る

︵
1 2
︶︒

当
地
は
富
⼠
の
景
観
が
⾒
所
で
あ
る
が(

1 3)

︑
残

念
な
が
ら
視
⼒
に
⽀
障
が
無
い
御
付
の
者
に
も
富
⼠
は
薄
く
⾒
え
る
の
み
で
あ
っ
た
︒ 

こ
の
⽇
の
記
述
に
は
さ
ら
に
景
勝
地
が
続
く
︒
そ
れ
は
次
の
宿
場
で
あ
る
吉
原
の
⼿
前
の
左
富
⼠
が
⾒
え
る
地
で
あ
る
︒
東
海
道
を
上
る

場
合
︑
富
⼠
は
右
側
に
⾒
え
る
こ
と
が
多
い
が
︑
左
富
⼠
と
は
富
⼠
⼭
が
進
⾏
⽅
向
の
左
側
に
⾒
え
る
稀
な
景
観
で
あ
り
︑
名
所
と
し
て
知

ら
れ
る
︒
左
富
⼠
は
相
模
国
茅
ヶ
崎
の
南
湖
の
⿃
居
⼾
橋
付
近
︵
藤
沢
の
宿
と
平
塚
の
間
︑
平
塚
に
近
い
︶
や(

1 4)

︑
駿
河
国
の
吉
原
付
近
が

著
名
で
あ
る
︒
吉
原
付
近
の
場
合
は
︑
東
か
ら
⻄
に
向
か
う
東
海
道
が
右
曲
し
て
北
に
向
か
う
辺
り
で
左
富
⼠
が
⾒
え
る
︒
相
模
国
の
左
富

⼠
は
︑
歌
川
︵
安
藤
︶
広
重
の
錦
絵
﹁
五
⼗
三
次
名
所
図
会
﹂
の
﹁
藤
沢 
南
湖
の
松
原
左
不
⼆
﹂︵
安
政
⼆
年
・
⼀
⼋
五
五
︶︑
駿
河
国
吉

原
の
左
富
⼠
は
﹁
東
海
道
五
⼗
三
次
﹂
の
﹁
吉
原 

左
冨
⼠
﹂︵
天
保
四
・
五
年
・
⼀
⼋
三
三
・
⼀
⼋
三
四
︶
に
描
か
れ
た
珍
し
い
⾒
所
と
い

え
る
景
観
で
あ
る(

1 5)

︒
吉
原
の
左
富
⼠
は
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
吉
原
の
左
富
⼠
は
︑
か
つ
て
災
害
の
た
め
に
吉
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原
の
宿
の
位
置
を
移
動
し
て
街
道
を
内
陸
に
し
た
た
め
︑
街
道
が
北
向
き
に
曲
が
り
左
富
⼠
の
景
観
に
な
っ
た
と
い
う
︒
充
真
院
は
相
模
国

の
左
富
⼠
に
関
し
て
は
記
載
し
て
お
ら
ず
︑
こ
の
旅
で
は
⾒
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
充
真
院
が
⼈
⽣
で
初
め
て
左
富
⼠
を

眺
め
た
の
が
吉
原
で
あ
っ
た
︒
充
真
院
は
街
道
の
周
り
の
⽥
畑
の
美
し
い
景
⾊
と
共
に
左
富
⼠
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
た
︒
も
っ
と
も
︑
充
真

院
の
⽬
の
状
態
で
は
遠
景
と
な
る
富
⼠
⼭
は
霞
ん
で
⾒
え
︑
そ
の
こ
と
を
惜
し
く
思
っ
て
い
る
が
︑
稀
な
る
富
⼠
の
位
置
の
景
⾊
を
⽬
に
す

る
こ
と
が
で
き
︑
感
動
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
充
真
院
は
富
⼠
⼭
の
表
記
を
︑﹁
冨
⼠
﹂︑﹁
不
⼆
﹂︑﹁
ふ
し
﹂
と
様
々
に
記
し
た
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
⽇
の
記
述
に
は
⼀
考
を
要
す
る
箇
所
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
き
せ
川
橋
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
柏
原
付
近
に
﹁
き
せ
川
橋
﹂

が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
充
真
院
は
記
述
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
沼
津
の
﹁
⽊
瀬
川
橋
﹂
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
沼
津
の
東
海
道
沿
い

の
中
級
河
川
の
⻩
瀬
川
に
は
︑
⽊
瀬
川
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
︒
⽊
瀬
川
橋
は
⻑
さ
が
三
⼗
六
間
︵
約
六
四
︑
⼋
ｍ
︶︑
幅
が
⼆
間
半
︵
約
四
︑

五
ｍ
︶
の
板
橋
で
︑
欄
⼲
を
備
え
て
い
た
︒
こ
の
橋
が
流
出
し
た
際
に
は
︑
⼗
間
︵
約
⼀
⼋
ｍ
︶
程
川
上
に
仮
橋
を
架
け
た
と
い
う(

1 6)

︒
当

時
︑
幕
府
は
防
衛
の
⾯
か
ら
⼤
河
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
が
︑
中
⼩
の
河
川
に
は
橋
を
架
設
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
東
海

道
の
富
⼠
川
や
⼤
井
川
に
は
橋
は
無
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
橋
が
架
設
し
て
あ
る
こ
と
⾃
体
が
珍
し
く
︑
⾒
所
で
も
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
御
付

の
者
は
⽊
瀬
川
橋
が
⾒
え
た
際
に
充
真
院
に
知
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
⽊
瀬
川
橋
の
記
述
は
旅
を
終
え
て
か
ら
﹁
五
⼗
三
次
ね
む
り
の
合
の

⼿
﹂
を
執
筆
し
た
際
に
︑
本
来
は
沼
津
の
宿
に
到
着
す
る
前
の
箇
所
に
記
載
す
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
沼
津
よ
り
も
後
の
柏
原
付
近
に
誤
っ
て
混

⼊
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
前
⽇
⼗
⼀
⽇
の
記
述
の
末
尾
に
︑﹁
書
く
ま
ま
ち
か
ひ
し
所
も
多
か
ら
ん
﹂
と
誤
記
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
記
し
た
の

は
︑
ま
さ
に
こ
の
⽊
瀬
川
橋
の
こ
と
で
あ
る
︒
備
忘
録
を
⾒
な
が
ら
執
筆
す
る
際
に
疑
問
が
⽣
じ
て
迷
い
︑
考
え
ぬ
い
た
も
の
の
︑
正
し
い

位
置
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒ 

 ② 

⻄
倉
沢
の
茶
店 
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原
⽂ 

我
抔
は
⼀
段
⾼
き
座
敷
に
上
る
︑
此
辺
に
て
は
蚫
・
さ
さ
ゐ
の
つ
ほ
焼
名
物
と
の
事
な
か
ら
︑
あ
ま
り
⾵
味
も
よ
ろ
し
そ
う
に
も

⾒
へ
す
︑
少
し
き
た
な
け
に
⾒
へ
し
ま
ま
た
へ
す
︑
夫
に
気
分
悪
く
う
つ
う
つ
と
致
居
︑
此
家
は
中
⼆
階
の
や
う
に
作
し
ま
ま
︑
下
よ
り
は

⾼
く
︑
庭
に
⼦
供
の
遊
び
居
し
ま
ま
少
々
く
わ
し
を
ま
き
遣
し
け
れ
は
︑
次
第
に
多
く
成
て
︑
ま
け
ま
け
と
云
ゆ
へ
︑
う
る
さ
く
成
し
ま
ま
︑

障
⼦
〆
切
と
⾜
場
迄
登
る
︑
こ
ま
り
物
と
い
ひ
つ
つ
此
所
⽴
出
⾏
と
︑
江
⼾
よ
り
彦
根
へ
御
荷
物
と
を
り
し
故
︑
市
右
衛
⾨
逢
て
桜
⽥
御
⽴

の
様
⼦
尋
し
か
は
︑
貞
鏡
院
様
先
⼗
五
⽇
⽐
之
御
発
駕
︑
弥
⼋
代
様
に
も
御
り
ゑ
ん
に
て
御
同
道
に
御
⽴
と
の
咄
し
の
由
︑
誠
に
お
と
ろ
き

⼊
し
︑
道
中
に
て
も
聞
も
の
と
思
ひ
︑
い
と
と
哀
に
物
う
く
︑
此
辺
は
旅
⼈
も
稀
に
て
︑
家
居
少
々
つ
つ
き
た
り
︑
こ
こ
を
⽴
出
少
し
す
る

と
坂
有
て
︑
⽇
も
⼣
刻
に
成
⾏
は
︑
⾍
之
声
な
と
し
珍
ら
し
く
聞
つ
つ
⾏
は
︑
興
津
の
本
陣
に
着
︑
市
川
新
左
衛
⾨
也
︑
爰
は
お
き
つ
鯛
名

物
︑
好
る
品
ゆ
へ
沢
⼭
に
整
⾏
︑ 

現
代
語
訳 

私
た
ち
は
休
息
を
と
る
こ
と
に
し
た
茶
屋
で
︑
⼀
段
⾼
く
造
ら
れ
た
座
敷
に
通
さ
れ
た
︒
当
地
は
鮑
や
栄
螺
の
壷
焼
き
が
名

物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
眺
め
た
と
こ
ろ
あ
ま
り
美
味
し
そ
う
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
少
し
不
衛
⽣
そ
う
に
⾒
え
た
の
で
︑
⾷
べ
な
か
っ
た
︒
そ

の
上
︑
私
は
気
分
が
悪
く
な
っ
た
の
で
︑
部
屋
で
少
し
ば
か
り
眠
り
な
が
ら
過
ご
し
た
︒
こ
の
茶
屋
の
私
た
ち
が
居
る
部
屋
は
中
⼆
階
の
よ

う
に
造
ら
れ
て
お
り
︑
窓
か
ら
覗
く
と
地
⾯
よ
り
も
⾼
い
︒
庭
に
⼦
供
が
遊
ん
で
い
る
の
で
︑
少
し
ば
か
り
菓
⼦
を
窓
か
ら
撒
い
て
与
え
た

と
こ
ろ
︑
次
第
に
⼦
供
が
多
く
集
ま
り
︑
⼝
々
に
﹁
撒
け
︑
撒
け
﹂
と
⼝
汚
く
⾔
う
︒
騒
が
し
い
の
で
私
は
お
付
の
者
に
窓
の
障
⼦
を
閉
め

切
ら
せ
た
と
こ
ろ
︑
⼦
供
た
ち
は
建
物
の
⾜
場
ま
で
よ
じ
登
っ
て
き
た
︒
私
は
御
付
の
者
た
ち
と
﹁
困
っ
た
も
の
で
す
ね
﹂
と
⾔
い
な
が
ら

茶
屋
を
出
発
し
た
︒
街
道
を
進
ん
で
い
る
と
江
⼾
か
ら
彦
根
に
向
け
て
荷
物
を
運
ん
で
い
る
井
伊
家
の
者
た
ち
が
︑
後
か
ら
や
っ
て
き
た
︒

市
右
衛
⾨
を
井
伊
家
の
者
た
ち
の
所
に
⾏
か
せ
て
︑
江
⼾
の
桜
⽥
の
上
屋
敷
を
出
発
し
た
理
由
な
ど
を
尋
ね
た
︒
井
伊
家
の
者
に
よ
る
と
︑

貞
鏡
院
様
︱
亡
き
直
弼
の
側
室
︱
が
ま
ず
⼗
五
⽇
頃
に
江
⼾
を
発
ち
︑
弥
⼋
代
︱
正
し
く
は
弥
千
代
︒
直
弼
の
次
⼥
︱
が
離
縁
し
た
上
で
貞

鏡
院
様
と
⼀
緒
に
彦
根
に
向
か
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
知
り
私
は
本
当
に
驚
い
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
旅
先
で
実
家
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の
動
向
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
奇
遇
に
驚
き
︑
さ
ら
に
そ
の
事
情
に
つ
い
て
た
い
へ
ん
気
の
毒
で
⼼
が
鬱
い
だ
︒ 

こ
の
付
近
は
旅
⼈
も
稀
に
し
か
歩
い
て
お
ら
ず
︑
街
道
沿
い
も
家
が
少
し
続
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
を
少
し
⾏
く
と
坂
道
に
な
っ

た
︒
時
刻
が
⼣
⽅
に
な
り
︑
⾍
の
⾳
が
響
く
の
を
珍
し
く
⽿
に
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
と
︑
興
津
の
本
陣
・
市
川
新
左
衛
⾨
に
到
着
し
た
︒

当
地
は
興
津
鯛
が
名
物
で
あ
る
︒
私
は
興
津
鯛
が
好
物
な
の
で
︑
御
付
の
者
に
⼿
配
さ
せ
て
興
津
鯛
を
沢
⼭
購
⼊
し
た
︒ 

解
説 

駿
河
国
の
東
海
道
は
海
辺
の
地
が
多
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
海
産
物
が
名
物
で
休
憩
の
際
に
海
の
幸
を
楽
し
む
こ
と
も
旅
の
楽
し
み

で
あ
る
︒
⻄
倉
沢
で
休
憩
し
た
茶
屋
で
通
さ
れ
た
部
屋
は
︑
中
⼆
階
の
様
な
部
屋
で
あ
っ
た
と
充
真
院
が
記
し
て
い
る
︒
傾
斜
し
た
地
に
建

て
ら
れ
て
い
る
様
⼦
か
ら
︑
こ
れ
は
⻄
倉
沢
の
茶
店
と
し
て
名
⾼
い
望
嶽
亭
で
あ
る
︒
海
に
臨
み
崖
造
り
で
⽴
て
ら
れ
た
望
嶽
亭
は
︑﹃
東
海

道
名
所
図
会
﹄
に
﹁
薩
埵
⼭
東
麓
⻄
倉
沢
茶
店
﹂
と
題
し
︑
⾒
開
き
で
建
物
と
周
辺
の
海
や
富
⼠
と
共
に
描
か
れ
た
名
所
で
あ
る
︒
充
真
院

が
招
か
れ
た
部
屋
は
︑
窓
か
ら
海
と
三
保
の
松
原
や
富
⼠
が
⽬
の
前
に
広
が
る
﹁
道
中
無
双
の
景
⾊
﹂
と
称
え
ら
れ
た
絶
景
が
有
名
で
あ
る
︒

﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
栄
螺
︑
蚫
を
料
理
し
て
賈
う
﹂
こ
と
で
も
知
ら
れ
る(

1 7)

︒
充
真
院
は
名
物
の
鮑
や
栄
螺
の
壺
焼
き
を

⾷
べ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
⽬
に
し
た
鮑
や
栄
螺
の
壺
焼
き
は
︑
充
真
院
の
期
待
に
そ
え
な
い
品
で
︑
残
念
に

思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒ 

充
真
院
は
こ
の
転
居
の
旅
先
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
出
合
っ
た
⼦
供
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
⼦
供
好
き
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
当
地
で
は
⼦
供
た
ち
の
あ
つ
か
ま
し
さ
に
閉
⼝
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
望
嶽
亭
の
崖
造
り
の
柱
か
ら
よ
じ
登
っ
て
き
た

腕
⽩
で
騒
が
し
い
当
地
の
⼦
供
た
ち
に
︑
充
真
院
は
う
ん
ざ
り
し
な
が
ら
茶
屋
を
⽴
ち
去
っ
て
い
る
︒ 

そ
の
後
︑
思
い
が
け
ず
彦
根
に
向
か
う
井
伊
家
の
荷
物
の
通
⾏
に
出
会
い
︑
充
真
院
に
同
⾏
し
て
い
た
御
⾥
付
重
役
の
⼤
泉
市
右
衛
⾨
明

影(

1 8)

が
出
向
き
事
情
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
︑
井
伊
家
の
貞
鏡
院
と
弥
千
代
が
当
家
の
城
付
地
で
あ
る
彦
根
に
転
居
す
る
こ
と
を
知
っ
た(

1 9)

︒

貞
鏡
院
は
直
弼
が
彦
根
の
埋
⽊
舎
に
居
住
し
て
い
た
頃
か
ら
の
側
室
で
︑
直
弼
が
直
亮
の
世
⼦
と
な
り
江
⼾
に
転
居
す
る
に
伴
い
江
⼾
に
移
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っ
た
︒
弥
千
代
は
彦
根
で
⽣
ま
れ
︑
す
ぐ
に
⺟
と
共
に
江
⼾
に
移
っ
た
の
で
︑
彦
根
で
⽣
活
し
た
記
憶
は
な
い
︒
な
お
︑
弥
千
代
は
既
に
安

政
五
年
︵
⼀
⼋
五
⼋
︶
に
⾼
松
藩
世
⼦
松
平
頼
聰
に
嫁
し
て
お
り
︑
⽂
久
三
年
四
⽉
当
時
は
藩
主
夫
⼈
で
あ
っ
た
︒
弥
千
代
は
頼
聰
と
離
縁

し
て
彦
根
に
移
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
離
縁
を
し
た
⽇
は
四
⽉
⼗
六
⽇
で
あ
る
︒
充
真
院
は
江
⼾
を
旅
⽴
つ
際
に
⼆
⼈
の
転
居
に
つ

い
て
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
た
い
へ
ん
驚
い
た
の
で
あ
る
︒
⾃
分
と
同
じ
様
に
︑
実
家
の
義
理
の
妹
と
姪
が
江
⼾
か
ら
転
居
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
弥
千
代
は
離
縁
ま
で
し
て
彦
根
に
移
る
こ
と
に
︑
充
真
院
は
⼼
を
曇
ら
せ
て
い
る
︒
尤
も
︑
貞
鏡
院
は

か
つ
て
彦
根
で
⽣
活
し
て
い
た
の
で
︑
旧
知
の
場
所
に
戻
る
の
で
あ
る
︒
充
真
院
が
⾒
知
ら
ぬ
延
岡
へ
転
居
す
る
の
と
は
︑
⼼
情
的
に
は
い

さ
さ
か
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
充
真
院
は
井
伊
家
の
⼥
性
た
ち
の
動
向
を
知
り
︑
同
情
し
て
⼼
を
痛
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
︑
そ
の
後
︑

興
津
の
宿
の
近
く
に
⾄
る
ま
で
︑
街
道
沿
い
の
景
観
︱
例
え
は
難
所
か
つ
絶
景
の
地
と
し
て
著
名
な
薩
埵
峠
︱
に
つ
い
て
の
記
述
が
無
い
︒

な
お
︑
弥
千
代
は
明
治
五
年
︵
⼀
⼋
七
⼆
︶
七
⽉
⼗
⽇
に
松
平
頼
聰
と
復
縁
し
た
︒ 

 
 

⼣
⽅
に
な
り
興
津
の
宿
が
近
づ
く
と
︑
充
真
院
は
辺
り
に
響
く
⾍
の
⾳
に
⽿
を
す
ま
し
て
い
る
︒
旅
情
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
し
︑
鬱
々
と

し
た
⼼
に
⾍
の
⾳
が
し
み
い
る
よ
う
な
⼼
地
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
興
津
名
物
の
興
津
鯛
と
は
⽢
鯛
の
⼲
物
の
こ
と
で
あ
る
︒
⽢
鯛

を
腹
開
き
に
し
て
よ
く
洗
い
︑
胸
⾻
と
背
⾻
を
除
去
し
て
塩
漬
け
に
し
た
後
に
⽇
⼲
し
に
し
た
品
で
︑
形
が
美
し
く
︑
か
つ
美
味
で
知
ら
れ

る
⾼
級
品
で
あ
る(

2 0)

︒
興
津
鯛
が
好
物
で
あ
る
充
真
院
に
と
っ
て
︑
現
地
で
こ
の
品
を
た
く
さ
ん
購
⼊
し
て
⼟
産
に
持
ち
帰
る
こ
と
は
さ
さ

や
か
な
喜
び
で
あ
っ
た
︒ 

 

③  

四
⽉
⼗
三
⽇ 

︵
⼋
⽇
⽬
︶ 

名
物
の
⽊
地
細
⼯
と
⼩
吉
⽥
寿
司 

原
⽂ 

天
気
︑
興
津
を
⽴
出
︑
江
尻
︑
⼩
休
︒
⼩
吉
⽥
︑
⼩
休
︒
稲
葉
源
右
衛
⾨
︑
此
宿
は
広
か
ら
す
︑
上
り
⼝
よ
り
直
に
上
段
有
て
︑

夫
に
⾊
々
の
品
な
ら
へ
あ
り
︑
⽊
地
物
細
⼯
多
︑
好
な
る
品
も
あ
れ
と
︑
荷
に
成
し
ゆ
へ
︑
た
は
こ
盆
・
た
に
さ
く
⼊
の
み
持
⾏
︑
こ
こ
は



日向国延岡藩内藤充真院著「五十三次ねむりの合の手」 

 45

⼩
吉
⽥
す
し
名
物
の
由
︑
⼩
な
る
お
け
に
⼊
て
有
︑
此
宿
は
庭
の
お
も
し
ろ
き
ま
ま
書
ぬ
︑
⽤
所
へ
⾏
に
は
敷
⽯
を
と
を
り
て
⽯
之
橋
有
︑

軒
と
同
し
や
う
に
屋
根
有
︑
⾬
⾵
に
も
い
と
ゐ
な
し
︑ 

現
代
語
訳 

晴
れ
︒
興
津
の
本
陣
を
出
発
し
て
か
ら
︑
江
尻
で
⼩
休
憩
を
と
り
︑
さ
ら
に
⼩
吉
⽥
で
も
少
し
休
憩
し
た
︒
休
憩
を
と
っ
た

稲
葉
源
右
衛
⾨
の
宿
は
広
く
は
な
く
︑
上
が
り
⼝
か
ら
す
ぐ
の
箇
所
に
上
段
の
間
が
あ
る
︒
そ
の
部
屋
に
は
様
々
な
品
物
が
並
べ
て
あ
る
︒

特
に
⽊
地
細
⼯
の
品
が
多
く
︑
私
の
好
み
の
品
物
も
あ
る
け
れ
ど
︑
購
⼊
す
る
と
荷
物
が
増
え
る
の
で
︑
煙
草
盆
や
短
冊
⼊
れ
な
ど
嵩
張
ら

な
い
品
だ
け
を
⼊
⼿
し
た
︒
こ
こ
は
⼩
吉
⽥
寿
司
が
名
物
で
あ
る
︒
⼩
吉
⽥
寿
司
は
⼩
さ
い
桶
に
盛
り
付
け
て
あ
る
︒
こ
の
宿
の
庭
は
趣
が

あ
る
の
で
︑
そ
の
様
⼦
を
そ
っ
く
り
に
挿
絵
と
し
て
描
い
た
︒
⼾
外
に
設
け
て
あ
る
お
⼿
洗
い
に
⾏
く
に
は
︑
敷
⽯
の
上
を
歩
い
て
⽯
橋
を

渡
る
︒
お
⼿
洗
い
に
⾏
く
ま
で
の
経
路
に
は
︑
軒
と
同
じ
様
に
屋
根
が
あ
る
の
で
⾵
⾬
の
時
で
も
煩
わ
し
く
無
い
︒ 

解
説 

興
津
を
発
っ
て
か
ら
︑
⽴
場
の
⼩
吉
⽥
で
⼩
休
憩
を
と
っ
た
︒
休
憩
し
た
家
は
鮓
屋
稲
葉
源
右
衛
⾨
で
あ
る(

2 1)

︒
こ
の
家
で
販
売

の
た
め
に
陳
列
し
て
い
る
当
地
名
産
の
⽊
地
細
⼯
の
中
に
︑
充
真
院
の
⽬
に
叶
う
品
が
あ
っ
た
︒
充
真
院
は
煙
草
盆
や
短
冊
⼊
れ
な
ど
⾝
の

周
り
で
使
う
品
を
⼟
産
と
し
て
選
ん
だ
︒
旅
を
終
え
て
か
ら
御
殿
で
の
⽣
活
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
品
は
充
真
院
の
⽇
常
に
寄
り
添
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
⼩
吉
⽥
の
名
物
で
あ
る
寿
司
と
は
︑
⼩
さ
い
桶
に
⽩
梅
酢
を
混
ぜ
た
御
飯
を
⼊
れ
︑
そ
の
上
に
⼭
海
の
素
材
を
乗
せ
た
ち
ら
し

寿
司
で
あ
る
︒ 

充
真
院
は
稲
葉
源
右
衛
⾨
家
を
⾃
ら
が
⾒
た
範
囲
で
︑
部
屋
︑
庭
︑
厠
な
ど
を
挿
絵
に
描
い
た
︒
挿
絵
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
を
ふ
れ
て

お
こ
う
︒
⽞
関
は
横
に
広
く
︑
充
真
院
が
⽂
章
に
し
た
た
め
た
よ
う
に
直
接
︑
上
段
の
間
が
続
く
︒
上
段
の
間
の
隣
に
あ
る
次
の
間
も
︑
⽞

関
か
ら
直
接
あ
が
る
こ
と
が
で
き
る
︒
充
真
院
が
趣
が
あ
る
と
感
想
を
持
っ
た
庭
は
︑
建
物
に
近
い
⽅
に
池
が
あ
り
︑
そ
の
向
こ
う
に
⼤
き

な
⽯
や
雪
⾒
灯
籠
を
配
し
た
築
⼭
が
あ
り
︑
松
や
そ
の
他
の
樹
⽊
が
植
え
て
あ
っ
た
︒ 
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三 

⼤
井
川
の
川
越 

①  
賑
や
か
な
府
中 

原
⽂ 
府
中
の
昼
︑
望
⽉
次
左
衛
⾨
︑
此
宿
は
広
く
し
て
座
向
に
い
ろ
い
ろ
な
る
ぬ
り
物
か
さ
り
有
︑
上
な
る
品
物
︑
賑
や
か
成
町
に
て

繁
昌
之
所
ゆ
へ
︑
江
⼾
に
て
と
う
ら
く
ほ
う
つ
聞
度
と
思
へ
る
か
︑
其
事
都
合
あ
し
く
て
⼀
度
も
聞
す
居
候
と
の
事
に
て
︑
庭
に
て
何
そ
い

ひ
て
聞
せ
よ
と
い
へ
は
︑
⽊
⿂
を
た
た
き
い
ろ
い
ろ
よ
く
し
や
へ
り
候
︑
ま
り
⼦
⼩
や
す
み
︑
こ
こ
を
⽴
出
︑
宇
津
宮
に
か
か
り
し
所
︑
殊

之
外
け
は
し
き
峠
に
て
︑
今
迄
誰
も
此
⼭
の
事
い
わ
さ
れ
は
知
ら
て
居
︑
箱
根
之
事
は
⾼
⼭
と
思
へ
る
か
︑
け
は
し
き
事
︑
此
⼭
之
⽅
か
と

思
︑
⼈
々
あ
ま
り
駕
籠
に
て
は
た
い
く
つ
に
も
あ
ら
ん
︑
少
し
歩
⾏
せ
よ
と
い
わ
れ
し
か
︑
宿
場
は
⼈
込
︑
松
原
は
お
も
し
ろ
か
ら
す
︑
ま

つ
ま
つ
か
こ
の
⽅
よ
く
と
思
ひ
︑
例
の
い
ね
ふ
り
︑
此
後
の
所
お
ほ
へ
す
︑
余
り
駕
籠
わ
き
に
て
は
誰
も
物
い
わ
す
静
ゆ
へ
︑
猶
々
ね
る
計

と
わ
ら
ひ
ぬ
︑
是
よ
り
岡
部
の
泊
り
と
お
し
う
つ
り
ぬ
︑
中
野
九
兵
衛
︑ 

現
代
語
訳 

府
中
の
本
陣
・
望
⽉
次
右
衛
⾨
で
昼
休
み
を
と
っ
た
︒
こ
の
宿
は
建
物
が
⼤
き
く
︑
室
内
は
広
く
︑
部
屋
に
は
様
々
な
塗
物

が
飾
っ
て
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
塗
物
は
上
質
な
品
で
あ
る
︒
府
中
は
賑
や
か
な
町
で
繁
盛
し
て
お
り
︑
私
が
江
⼾
で
聞
き
た
い
と
思
い
な
が
ら

も
都
合
が
つ
か
ず
に
未
だ
聞
い
た
こ
と
が
な
い
﹁
と
う
ら
く
ほ
う
つ
﹂
が
町
に
居
る
と
い
う
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
者
を
望
⽉
家
の
庭
に
呼
び
﹁
何

か
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
声
を
か
け
る
と
︑
⽊
⿂
を
叩
き
な
が
ら
賑
や
か
に
阿
呆
陀
羅
経
な
ど
を
披
露
し
て
く
れ
た
︒ 

府
中
を
出
発
し
て
か
ら
︑
間
の
宿
の
丸
⼦
で
⼩
休
憩
を
し
て
さ
ら
に
進
む
と
︑
宇
津
ノ
⾕
峠
に
さ
し
か
か
っ
た
︒
宇
津
ノ
⾕
峠
は
た
い
へ

ん
険
し
い
峠
で
あ
る
︒
私
は
今
迄
︑
誰
か
ら
も
宇
津
ノ
⾕
峠
に
つ
い
て
聞
い
て
お
ら
ず
︑
ど
の
よ
う
な
峠
な
の
か
知
ら
な
か
っ
た
︒
既
に
通

過
し
た
箱
根
は
⾼
い
⼭
だ
が
︑
険
し
さ
は
宇
津
ノ
⾕
峠
の
⽅
だ
と
私
は
思
っ
た
︒
御
付
の
者
が
︑﹁
ず
っ
と
駕
籠
に
乗
っ
て
い
て
は
た
い
く
つ

で
し
ょ
う
︒
少
し
歩
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
﹂
と
私
に
声
を
か
け
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
に
通
過
し
た
宿
場
は
⼈
々
が
多
か
っ

た
し
︑
松
原
に
は
趣
が
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
︒
そ
こ
で
︑
と
に
か
く
駕
籠
に
乗
っ
て
い
る
⽅
が
良
い
だ
ろ
う
と
思
い
︑
駕
籠
の
中
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で
居
眠
り
を
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
以
後
︑
通
過
し
た
場
所
に
つ
い
て
記
憶
し
て
い
な
い
︒
私
の
駕
籠
の
脇
に
付
き
添
っ
て
い
る
者
た
ち
は

誰
も
話
し
を
せ
ず
静
か
な
の
で
︑﹁
ひ
た
す
ら
寝
る
ば
か
り
で
あ
る
﹂
と
⼀
⼈
密
か
に
笑
っ
た
︒
そ
の
後
︑
岡
部
に
向
か
い
︑
本
陣
・
中
野
九

兵
衛
に
到
着
し
た
︒ 

解
説 

府
中
は
た
い
へ
ん
賑
わ
っ
て
い
た
︒
当
地
に
は
本
陣
が
⼆
軒
あ
り
︑
充
真
院
が
休
憩
に
訪
れ
た
本
陣
は
︑
上
伝
⾺
町
の
望
⽉
治
右

衛
⾨
の
宿
で
あ
る
︒
こ
の
宿
は
間
⼝
⼗
五
間
︵
約
⼆
七
ｍ
︶︑
奥
⾏
⼆
⼗
数
間
︵
約
三
六
ｍ
︶︑
⾯
積
は
三
五
〇
坪
で
あ
っ
た
と
い
う(

2 2)

︒
休

憩
し
た
本
陣
の
建
物
が
⼤
き
い
こ
と
や
︑
室
内
の
広
さ
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
は
︑
間
取
り
に
興
味
を
寄
せ
て
い
る
充
真
院
ら
し
い
視

点
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
部
屋
に
い
ろ
い
ろ
な
塗
物
が
飾
っ
て
あ
る
こ
と
に
も
注
⽬
し
て
い
る
︒
望
⽉
家
の
広
い
庭
に
呼
寄
せ
て
充
真
院
が
⾒

た
と
い
う
﹁
と
う
ら
く
ほ
う
す
﹂
と
は
漢
字
で
表
記
す
る
と
﹁
道
楽
坊
主
﹂
で
あ
ろ
う
︒﹁
道
楽
坊
主
﹂
と
は
⼤
道
芸
の
願
⼈
坊
主
の
⼀
種
で
︑

⽊
⿂
を
叩
き
な
が
ら
阿
呆
陀
羅
経
を
唱
え
る
お
ぼ
く
れ
坊
主
の
こ
と
と
思
わ
れ
る(

2 3)

︒ 

宇
津
ノ
⾕
峠
を
充
真
院
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
意
外
で
も
あ
る
︒
知
ら
な
か
っ
た
た
め
か
︑﹁
宇
津
ノ
⾕
峠
﹂
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ

を
﹁
宇
津
宮
﹂
と
誤
記
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
⼈
か
ら
聞
い
て
い
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
東
海
道
に
つ
い
て
の
知
識
は
書
物
の
他

に
周
囲
の
⼈
た
ち
か
ら
も
聞
き
得
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒充
真
院
は
宇
津
ノ
⾕
峠
の
傾
斜
の
厳
し
さ
は
箱
根
以
上
で
あ
る
と
感
じ
た
︒

峠
越
え
の
後
︑
御
付
の
者
か
ら
駕
籠
か
ら
降
り
て
歩
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
が
︑
充
真
院
は
こ
の
⽇
の
宿
泊
地
で
あ
る
岡
部
ま
で
ひ
た
す
ら

駕
籠
の
中
で
居
眠
り
を
し
て
時
を
過
ご
し
た
︒
題
名
で
あ
る
﹁
五
⼗
三
次
ね
む
り
の
合
の
⼿
﹂
の
﹁
ね
む
り
﹂
の
⾏
為
を
重
ね
た
の
が
︑
駿

河
の
地
で
あ
っ
た
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
岡
部
で
宿
泊
し
た
本
陣
を
︑
充
真
院
は
中
野
九
兵
衛
と
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
当
地
の
本
陣
は
内
野
九
兵
衛
・
仁
藤
清
左

衛
⾨
の
⼆
軒
で
︑
中
野
甚
兵
衛
と
称
す
脇
本
陣
が
あ
る(

2 4)

︒
充
真
院
は
内
野
九
兵
衛
と
記
載
す
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
脇
本
陣
の
中
野
甚
兵
衛
の

苗
字
で
あ
る
﹁
中
野
﹂
と
混
同
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒ 
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② 
四
⽉
⼗
四
⽇ 

︵
九
⽇
⽬
︶ 

⼤
井
川
を
渡
る 

 
原
⽂ 

岡
部
を
出
て
︑
藤
枝
︑
⼩
休
︑
三
軒
や
⼩
休
︑
嶋
⽥
昼
︑
⼤
久
保
新
兵
衛
︑
此
辺
の
気
⾊
は
⽥
の
向
に
⼩
家
有
て
︑
松
は
ら
に
も

百
姓
や
お
り
お
り
有
︑今
迄
の
う
ち
に
は
⼀
番
よ
く
と
思
ふ
︑⼤
井
川
は
い
か
な
ら
ん
と
安
事
つ
つ
⾏
に
︑川
前
に
役
⼈
出
て
世
話
す
る
故
︑

川
と
思
ひ
し
所
︑
何
か
こ
や
こ
や
し
て
か
け
⾏
︑
右
之
⽅
は
⼤
き
成
河
原
に
て
︑
左
の
⽅
に
は
⻑
く
仮
橋
の
く
ひ
⾒
ゆ
︑
何
と
聞
は
上
様
の

御
通
り
の
時
は
橋
板
か
け
候
よ
し
︑
少
し
板
の
有
所
も
有
し
︑
此
か
り
橋
五
⼗
間
計
も
あ
ら
ん
か
︑
今
跡
よ
り
⼤
せ
い
来
る
は
地
へ
着
た
る

物
ぬ
き
す
て
し
︑
皆
川
越
也
︑
河
原
に
れ
ん
台
有
に
か
こ
を
の
せ
れ
は
︑
今
の
⼈
両
⽅
に
⼗
⼆
⼈
つ
つ
居
︑
の
せ
し
と
い
い
つ
れ
と
︑
⻑
を
・

ま
き
︑
む
り
に
か
こ
の
跡
に
の
り
し
由
︑
段
々
渡
し
末
に
我
の
れ
る
れ
ん
台
を
か
つ
き
上
け
︑
か
こ
の
廻
り
を
⽤
⼼
の
為
な
ら
ん
︑
わ
い
わ

い
と
い
ふ
て
⼿
を
ひ
ろ
け
附
て
⾏
︑
皆
は
少
し
下
之
⽅
段
々
渡
り
⾏
︑
の
ほ
り
⽴
有
は
此
⽅
む
れ
を
渡
す
印
の
由
︑
⽔
も
思
ふ
よ
り
少
し
に

て
腹
迄
︑
⼼
安
く
思
へ
と
も
上
よ
り
⾒
お
ろ
す
と
︑
は
る
か
の
下
の
⽅
に
⾒
へ
し
︑
も
し
落
さ
れ
し
時
は
余
程
間
有
ゆ
へ
と
思
へ
は
⼼
地
も

よ
く
な
く
︑
兼
て
聞
し
よ
り
は
河
原
多
て
︑
川
は
は
さ
の
み
に
も
な
く
︑
三
瀬
に
成
て
有
と
聞
し
か
と
︑
⼀
瀬
計
に
て
嬉
し
く
︑
か
た
⾞
に

て
渡
る
も
有
︑
ま
た
さ
つ
と
し
た
る
れ
ん
台
に
両
⼈
つ
つ
乗
て
渡
せ
る
も
有
て
︑
我
か
こ
よ
い
よ
い
と
い
ふ
て
向
河
原
へ
お
ろ
す
時
は
︑
ず

つ
と
地
に
め
り
込
か
と
思
ふ
様
に
て
悪
⼼
地
︑
河
原
に
渡
き
る
迄
か
こ
を
お
ろ
し
て
⾒
て
居
︑
川
越
は
帰
り
に
は
浅
き
所
を
遊
び
遊
び
て
帰

る
︑ 現

代
語
訳 

岡
部
の
宿
を
発
ち
︑
そ
の
後
︑
藤
枝
と
三
軒
屋
で
⼩
休
憩
を
と
り
︑
島
⽥
の
本
陣
・
⼤
久
保
新
兵
衛
で
昼
休
み
に
し
た
︒
こ

の
周
辺
の
景
⾊
は
⽥
の
向
こ
う
に
農
⺠
の
⼩
さ
い
家
が
⾒
え
︑
海
辺
の
松
原
に
も
百
姓
の
家
が
あ
ち
こ
ち
に
建
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
景
⾊

は
こ
れ
ま
で
の
道
中
で
⽬
に
し
た
中
で
⼀
番
良
い
⾵
情
で
あ
る
と
私
は
思
う
︒⼤
井
川
は
通
⾏
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
⼼
配
し
な
が
ら
進
む
と
︑

こ
ち
ら
の
河
原
に
役
⼈
が
待
機
し
て
お
り
世
話
を
す
る
と
い
う
︒
川
の
辺
り
は
何
か
取
り
込
ん
で
お
り
⼈
が
⾛
っ
て
い
く
︒
川
に
向
か
っ
て

右
側
は
⼤
き
な
河
原
が
広
が
り
︑
左
側
は
仮
設
の
橋
を
架
け
る
た
め
の
杭
が
向
こ
う
岸
ま
で
⻑
く
連
な
っ
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
時
に
こ
の
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杭
に
橋
を
架
け
る
の
か
尋
ね
る
と
︑
将
軍
が
通
⾏
す
る
時
で
あ
る
と
い
う
︒
少
し
だ
が
杭
に
板
を
架
け
て
い
る
箇
所
も
あ
る
︒
こ
こ
に
架
け

る
仮
橋
は
︑
⻑
さ
が
五
⼗
間
︵
約
九
〇
ｍ
︶
に
も
及
ぶ
だ
ろ
う
︒ 

仮
橋
の
杭
を
眺
め
て
い
る
と
︑
後
か
ら
や
っ
て
き
た
⼤
勢
の
⼈
た
ち
が
︑
着
物
を
地
⾯
に
脱
ぎ
捨
て
た
︒
こ
れ
ら
の
⼈
々
は
川
越
⼈
⾜
で

あ
る
︒
河
原
に
置
い
て
あ
る
連
台
に
駕
籠
を
乗
せ
る
と
︑
川
越
⼈
⾜
が
⼆
⼿
に
分
か
れ
て
駕
籠
の
両
側
に
⼗
⼆ 

 
 

 
 

 
 

 

⼈
ず
つ
付
い
た
︒
そ
し
て
川
越
⼈
⾜
ら
が
﹁
乗
せ
ま
す
﹂
と
⾔
っ
た
け
れ
ど
︑
御
付
の
⼥
中
で
あ
る
⻑
尾
と
ま
き
は
駕
籠
の
中
で
は
な
く
︑

無
理
に
連
台
の
駕
籠
の
後
の
空
い
て
い
る
所
に
乗
っ
た
︒
御
付
の
⼥
中
ら
の
駕
籠
を
先
に
川
越
さ
せ
て
か
ら
︑
最
後
に
私
が
乗
っ
て
い
る
駕

籠
の
連
台
を
川
越
⼈
⾜
ら
が
担
ぎ
上
げ
た
︒
駕
籠
の
周
り
を
⽤
⼼
の
為
で
あ
ろ
う
か
︑﹁
わ
い
わ
い
﹂
と
川
越
⼈
⾜
ら
が
声
を
あ
げ
な
が
ら
⼿

を
広
げ
て
付
い
て
き
た
︒
先
に
渡
っ
た
者
た
ち
は
︑
私
よ
り
も
下
流
の
⽅
を
次
々
に
進
ん
で
渡
っ
て
い
る
︒
幟
旗
が
⽴
て
て
あ
る
と
こ
ろ
は
︑

⼤
勢
を
通
⾏
さ
せ
る
場
所
の
⽬
印
で
あ
る
︒
川
の
⽔
深
は
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
浅
く
︑
川
越
⼈
⾜
の
腹
ぐ
ら
い
ま
で
で
あ
る
︒
安
⼼
し
た

も
の
の
︑
連
台
の
上
に
乗
せ
た
駕
籠
の
窓
か
ら
私
が
⾒
下
ろ
す
と
︑
川
⾯
は
は
る
か
下
の
⽅
に
⾒
え
る
︒﹁
も
し
も
川
の
中
に
落
さ
れ
て
し
ま

っ
た
ら
︑
川
⾯
ま
で
か
な
り
の
⾼
さ
が
あ
る
﹂
と
思
う
と
⼼
が
落
ち
着
か
な
い
︒ 

⼤
井
川
は
以
前
か
ら
聞
い
て
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
河
原
が
広
い
ば
か
り
で
︑
川
⾃
体
は
さ
ほ
ど
⼤
き
く
は
な
い
︒
川
は
三
筋
に
分
か
れ

て
流
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
た
が
︑
私
が
訪
れ
た
時
に
川
は
⼀
筋
だ
け
で
あ
り
︑
川
を
容
易
に
渡
れ
て
嬉
し
か
っ
た
︒
川
を
渡
る
に
は
︑
⼈

⾜
が
客
を
肩
⾞
し
た
り
︑
ご
く
簡
素
な
連
台
の
場
合
は
⼀
台
に
⼆
⼈
ず
つ
乗
せ
る
︒
私
の
駕
籠
を
乗
せ
た
連
台
は
︑
川
越
⼈
⾜
が
﹁
よ
い
よ

い
﹂
と
か
け
声
を
出
し
な
が
ら
川
を
渡
っ
た
︒
向
か
い
の
河
原
に
到
着
し
て
地
⾯
に
降
ろ
す
時
に
は
︑﹁
ず
ん
﹂
と
地
⾯
に
の
め
り
こ
む
か
と

思
う
ば
か
り
乱
暴
に
扱
わ
れ
︑
私
は
不
快
に
感
じ
た
︒
私
を
運
ん
だ
川
越
⼈
⾜
た
ち
が
対
岸
の
河
原
に
戻
る
た
め
に
川
を
渡
る
様
⼦
を
⾒
る

と
︑
先
程
よ
り
も
⽔
深
の
浅
い
所
を
選
び
な
が
ら
仲
間
と
遊
び
な
が
ら
渡
っ
て
い
っ
た
︒ 

解
説 

本
陣
は
藤
枝
に
⼆
軒
︵
⻘
島
治
右
衛
⾨
︑
村
松
伊
右
衛
⾨
︶︑
島
⽥
に
三
軒
︵
松
村
九
郎
治
︑
⼤
久
保
新
右
衛
⾨
︑
置
塩
藤
四
郎
︶
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あ
る(

2 5)

︒
充
真
院
は
昼
休
み
に
⽴
ち
寄
っ
た
島
⽥
の
本
陣
を
﹁
⼤
久
保
新
兵
衛
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑
正
し
く
は
﹁
⼤
久
保
新
右
衛
⾨
﹂
で

あ
る
︒
当
家
は
島
⽥
に
三
軒
あ
る
本
陣
の
う
ち
︑
中
本
陣
で
あ
る
︒
三
軒
屋
は
藤
枝
と
島
⽥
の
間
に
位
置
す
る
間
の
宿
で
あ
る(

2 6)

︒
藤
枝
の

鮫
や
鱏
の
⽪
を
⽤
い
た
細
⼯
物
や
︑
藤
枝
と
島
⽥
の
途
中
に
あ
る
⽴
場
の
瀬
⼾
の
茶
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
染
飯
な
ど
の
名
物
に
つ
い
て
充

真
院
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い (

2 7)

︒
⼀
⽅
︑
島
⽥
付
近
の
⽥
の
向
こ
う
に
農
⺠
の
家
︑
さ
ら
に
は
海
を
背
景
に
松
原
の
彼
⽅
に
庶
⺠
の
家
が
あ

る
景
⾊
を
た
い
へ
ん
気
に
い
り
︑
こ
こ
ま
で
の
旅
で
⾒
た
景
⾊
で
⼀
番
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
江
⼾
で
⼈
⽣
を
過
ご
し
た
充
真

院
に
と
っ
て
︑
⾮
⽇
常
の
存
在
で
あ
る
⽥
や
海
︑
庶
⺠
の
⼩
さ
な
家
な
ど
の
鄙
び
た
⾵
景
は
︑
お
お
い
に
⼼
魅
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒ 

東
海
道
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
る
⼤
井
川
は
︑
架
橋
や
渡
船
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
川
越
⼈
⾜
に
よ
る
徒
渉
︱
肩
⾞
や
連
台
︱
や
⾺
越
の

み
で
あ
っ
た
︒
充
真
院
ら
は
幸
い
天
候
に
も
恵
ま
れ
川
の
⽔
量
が
適
切
で
︑
川
留
め
に
あ
う
こ
と
も
な
く
無
事
に
通
⾏
し
た
︒﹁
役
⼈
﹂
と
は

川
会
所
の
川
庄
屋
の
こ
と
で
あ
る(

2 8)
︒ 

充
真
院
は
河
原
で
将
軍
の
通
⾏
の
た
め
に
架
け
た
臨
時
の
橋
の
杭
を
⽬
に
し
た
︒
杭
に
板
が
架
け
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
っ
た
と
い
う
︒

⽂
久
三
年
⼆
⽉
⼆
⼗
三
⽇
に
⼗
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛
の
た
め
に
⼤
井
川
を
渡
っ
て
い
た
︒
充
真
院
よ
り
も
お
よ
そ
⼀
ヶ
⽉
半
前
の
こ

と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
折
に
家
茂
は
⼤
井
川
を
連
台
で
渡
り
︑
仮
設
の
橋
を
利
⽤
し
な
か
っ
た(

2 9)

︒ 

⼤
井
川
の
河
原
の
広
さ
や
川
の
⽔
深
を
充
真
院
は
⾃
ら
の
⽬
で
確
認
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
充
真
院
は
駕
籠
ご
と
連
台
に
乗
り
川
を
渡
っ

た
際
に
︑
⾼
さ
が
か
な
り
あ
る
こ
と
に
気
付
き
⼼
配
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
駕
籠
の
窓
を
開
け
て
覗
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
連
台
で
川
を
渡
る

と
い
う
稀
な
る
体
験
だ
か
ら
こ
そ
︑
好
奇
⼼
豊
か
な
充
真
院
は
し
っ
か
り
と
⾒
て
い
た
の
で
あ
る
︒
⼤
井
川
を
渡
り
終
え
て
か
ら
も
︑
川
越

⼈
⾜
が
対
岸
に
戻
っ
て
い
く
様
⼦
を
振
り
返
っ
て
眺
め
た
︒
川
越
⼈
⾜
は
連
台
で
運
ぶ
と
き
に
は
あ
え
て
⽔
深
が
深
い
箇
所
を
通
り
︑
⼀
⽅
︑

対
岸
に
戻
る
時
に
は
浅
い
所
を
通
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︒
⼤
井
川
を
無
事
に
渡
っ
た
充
真
院
⼀
⾏
は
︑
駿
河
国
か
ら
遠
江
国
に
⾜
を
踏

み
⼊
れ
た
の
で
あ
る
︒ 
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註 ︵
１
︶﹁
五
⼗
三
次
ね
む
り
の
合
の
⼿
﹂
は
明
治
⼤
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
内
藤
政
道
⽒
寄
贈
書
の
中
の
⼀
冊
で
あ
る
︒
架
号
は
充
真
院
︵
繁

⼦
︶
関
係
︵
Ⅰ
︶
⼀
⼆
︒
当
史
料
は
﹃
内
藤
充
真
院
道
中
記
﹄︵
宮
崎
県
⽴
図
書
館
︑
平
成
六
年
︶
や
﹃
内
藤
家
⽂
書
増
補
・
追
加

⽬
録 
⼋ 

延
岡
藩
主
夫
⼈ 

内
藤
充
真
院
繁
⼦
道
中
⽇
記
﹄︵
明
治
⼤
学
博
物
館
︑
平
成
⼗
六
年
︶
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿

作
成
に
際
し
︑
原
⽂
掲
載
の
箇
所
に
つ
い
て
は
原
本
を
確
認
し
た
︒ 

︵
２
︶
四
⽉
⼗
⼀
⽇
の
宗
閑
寺
で
の
休
憩
︑
三
嶋
⼤
社
︑
三
島
︑
⼗
四
⽇
の
⼤
井
川
と
川
越
え
に
つ
い
て
は
︑
先
⾏
研
究
で
あ
る
伊
能
秀
明
・

⼩
倉
葉
⼦
・
永
⽥
由
⾹
利
・
桑
原
理
恵
﹁
現
代
訳
﹃
東
海
道
五
⼗
三
次
ね
む
り
の
合
の
⼿
﹄
の
お
か
し
み
︱
幕
末
期
⼤
名
家
夫
⼈
の

気
ま
ま
な
旅
⽇
記
の
世
界
︱
﹂︵﹃
図
書
の
譜 

明
治
⼤
学
図
書
館
紀
要
﹄
第
⼗
六
号
︑
平
成
⼆
⼗
四
年
︶
で
も
現
代
語
訳
を
試
み
て

い
る
が
︑
私
と
は
⽂
章
の
区
切
り
⽅
や
解
釈
が
異
な
る
箇
所
が
あ
る
の
で
︑
本
稿
で
翻
刻
の
対
象
に
し
た
︒
な
お
︑
四
⽉
⼗
⼆
⽇
の

記
述
の
う
ち
富
⼠
川
︑
岩
淵
︑
蒲
原
︑
倉
沢
の
海
辺
の
景
⾊
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
⽇
向
国
延
岡
藩
内
藤
充
真
院
著
﹁
五
⼗
三
次
ね

む
り
の
合
の
⼿
﹂
⼩
稿
﹂︵﹃
城
⻄
⼈
⽂
研
究
﹄
第
三
四
巻
︑
平
成
三
⼗
⼀
年
︶
の
⼀
三
九
〜
四
〇
⾴
に
現
代
語
訳
と
解
説
を
掲
載
し

た
の
で
︑
本
稿
で
は
対
象
か
ら
外
し
た
︒
外
し
た
箇
所
は
本
稿
⼆
の
①
と
②
の
間
に
相
当
す
る
︒ 

︵
３
︶
⼭
中
新
⽥
︑
及
び
後
述
の
宗
閑
寺
に
つ
い
て
は
﹃
三
島
市
誌
﹄
中
巻
︵
三
島
市
誌
編
纂
委
員
会
︑
昭
和
三
⼗
四
年
︶
の
四
⼋
〇
〜
九

〇
⾴
に
説
明
が
あ
る
︒ 

︵
４
︶
笹
屋
は
笹
屋
助
左
衛
⾨
家
と
い
う
︒
当
家
に
つ
い
て
は
﹃
三
島
市
誌
﹄
中
巻
の
四
⼋
〇
⾴
︑
四
⼋
九
⾴
︑
四
九
三
〜
六
⾴
に
詳
し
い
︒ 

︵
５
︶﹃
三
嶋
⼤
社
︿
略
史
﹀﹄︵
三
嶋
⼤
社
︑
平
成
⼆
⼗
六
年
︶︑
五
⼋
〜
九
⾴
︑
⼀
〇
〇
〜
⼀
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
６
︶
三
嶋
⼤
社
の
境
内
の
様
⼦
は
当
時
の
著
名
な
地
誌
で
あ
る
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
巻
之
五
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
箇
所
を

﹃
新
訂 

東
海
道
名
所
図
会
︹
下
︺﹄︵﹇
新
訂 

⽇
本
名
所
図
会
集 

三
﹈
ぺ
り
か
ん
社
︑
平
成
⼗
三
年
︶
で
⽰
す
と
︑
九
七
〜
九
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⾴
で
あ
る
︒
こ
の
挿
絵
と
⽐
較
す
る
と
︑
充
真
院
の
簡
略
な
境
内
図
が
正
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒ 

︵
７
︶
佐
久
間
泰
三
郎
恭
明
に
つ
い
て
は
︑
明
治
⼤
学
博
物
館
所
蔵
内
藤
家
⽂
書
の
﹁
下
⼠
以
上
由
緒
書
﹂︵
架
号
︑
第
⼀
部
・
三
〇
由
緒
分

限
・
五
︶
九
巻
に
よ
る
︒ 

︵
８
︶
沼
津
で
の
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
⼋
の
愉
快
な
話
は
︑﹃
東
海
道
中
膝
栗
⽑
﹄︵
⽇
本
古
典
⽂
学
全
集 

四
九
︑
⼩
学
館
︑
昭
和
六
⼗
年
︶

の
⼀
⼆
五
〜
七
⾴
に
あ
る
︒ 

︵
９
︶
千
本
松
原
に
つ
い
て
は
﹃
沼
津
市
史
﹄
通
史
編 

近
世
︵
沼
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
・
沼
津
市
教
育
委
員
会
︑
平
成
⼗
⼋
年
︶
の
三

⼋
⼀
⾴
に
沼
津
か
ら
原
ま
で
は
る
か
に
続
く
景
勝
地
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
︒﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
で
は
﹃
新
訂 

東

海
道
名
所
図
会
﹇
下
﹈﹄
の
⼋
⼀
〜
⼋
⾴
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
10
︶
原
の
本
陣
渡
辺
平
左
衛
⾨
に
つ
い
て
は
︑
⼤
熊
喜
邦
﹃
東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究 

附
︑
中
⼭
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
﹄ 

︵
丸

善
株
式
会
社
︑
昭
和
⼗
七
年
︶ 
の
六
⼀
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
11
︶﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
巻
之
五
に
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
た
⼀
本
松
村
は
︑
東
海
道
に
沿
っ
て
松
原
が
続
き
︑
南
側
は
駿
河
湾
を
臨
む

⾵
光
明
媚
な
⼟
地
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
の
挿
絵
に
は
﹁
わ
た
つ
海
の
波
に
も
ぬ
れ
ぬ
浮
島
は
松
に
こ
こ
ろ
を
寄

せ
て
頼
ま
ん 

よ
し
の
ぶ
﹂
と
︑﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
能
宣
の
短
歌
を
添
え
て
い
る
︵
こ
の
短
歌
は
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄︵﹇
新 

⽇
本

古
典
⽂
学
⼤
系 

七
﹈
岩
波
書
店
︑
平
成
⼆
⼗
五
年
︶
の
⼀
三
〇
⾴
に
収
載
さ
れ
て
い
る
︶︒
当
地
と
松
原
に
つ
い
て
は
︑﹃
新
訂 

東

海
道
名
所
図
会
﹇
下
﹈﹄
の
六
六
〜
七
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
12
︶
柏
原
は
新
⽥
と
も
称
す
る
間
の
宿
で
あ
る
と
﹃
富
⼠
市
史
﹄
上
巻
︵
富
⼠
市
史
編
纂
委
員
会
︑
昭
和
四
⼗
四
年
︶
七
九
六
⾴
に
説
明

が
あ
る
︒
な
お
︑
柏
原
に
は
茶
屋
が
九
軒
あ
り
︑
茶
屋
本
陣
は
京
都
に
向
か
っ
て
左
側
に
あ
る
三
軒
の
中
央
に
あ
る
こ
と
が
︑
鈴
⽊

富
男
著
﹃
⽬
で
み
る
富
⼠
市
の
歴
史
﹄︵
緑
星
社
出
版
部
︑
昭
和
五
⼗
年
︶
の
七
九
⾴
で
確
認
で
き
る
︒ 
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︵
13
︶
柏
原
か
ら
⾒
え
る
美
し
い
富
⼠
は
︑
⼆
代
歌
川
広
重
に
よ
る
錦
絵
の
﹁
東
海
道
名
所
之
内 

柏
原
左
不
⼆
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

駿
河
国
の
左
富
⼠
は
後
述
す
る
吉
原
が
有
名
で
あ
る
が
︑
柏
原
で
も
左
富
⼠
が
⾒
え
錦
絵
に
描
か
れ
て
い
た
︒
右
の
絵
は
﹃
⽬
で
み

る
富
⼠
市
の
歴
史
﹄
⼋
⾴
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
14
︶
南
湖
の
左
富
⼠
に
つ
い
て
は
﹃
茅
ケ
崎
市
史
﹄
五 

概
説
編
︵
茅
ヶ
崎
市
︑
昭
和
五
⼗
七
年
︶
の
⼀
三
⼋
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
15
︶
吉
原
の
左
富
⼠
に
つ
い
て
は
﹃
新
訂 

東
海
道
名
所
図
会
﹇
下
﹈﹄
の
六
⼆
⾴
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
16
︶
⽊
瀬
川
橋
に
つ
い
て
は
﹃
沼
津
市
史
﹄
通
史
編 

近
世
の
六
⼋
〜
九
⾴
︑
七
⼆
⾴
に
橋
の
形
状
や
位
置
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
︒
な

お
︑
⽊
瀬
川
橋
に
つ
い
て
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄
に
は
記
載
が
な
い
︒ 

︵
17
︶
⻄
倉
沢
︑
及
び
望
嶽
亭
に
つ
い
て
は
﹃
新
訂 

東
海
道
名
所
図
会
﹇
中
﹈﹄︵﹇
新
訂 

⽇
本
名
所
図
会
集 

⼆
﹈
ぺ
り
か
ん
社
︑
平

成
⼗
三
年
︶
の
三
七
七
〜
九
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
18
︶ 

⼤
泉
市
右
衛
⾨
明
影
に
つ
い
て
は
︑
彦
根
城
博
物
館
編
﹃
彦
根
藩
史
料
叢
書 

侍
中
由
緒
帳
﹄
⼗
三
︵
平
成
⼆
⼗
四
年
︶
⼆
六
五

〜
七
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
19
︶
貞
鏡
院
と
弥
千
代
に
つ
い
て
は
︑
吉
⽥
常
吉
﹃
井
伊
直
弼
﹄︵
吉
川
弘
⽂
館
︑
新
装
版
第
五
刷
︑
平
成
⼗
⼋
年
︶
六
九
⾴
︑
⼋
⼀
⾴
︑

四
⼀
〇
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
20
︶
興
津
鯛
に
つ
い
て
は
﹃
沼
津
の
ひ
も
の
・
か
つ
お
ぶ
し
︱
国
指
定
漁
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

⽔
産
加
⼯
⽤
具
﹄︵
沼
津
市
歴
史
⺠
俗
資

料
館
︑
平
成
三
⼗
⼀
年
︶
⼀
⼆
〜
三
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
21
︶
鮓
屋
稲
葉
源
右
衛
⾨
に
つ
い
て
は
︑﹃
静
岡
市
史
﹄
第
⼆
巻
︵
静
岡
県
静
岡
市
役
所
︑
昭
和
六
年
︶
の
三
⼆
⼀
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
22
︶
府
中
の
本
陣
望
⽉
治
右
衛
⾨
に
つ
い
て
は
︑
⼤
熊
喜
邦
﹃
東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究 

附
︑
中
⼭
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
﹄
の

六
⼆
⾴
に
よ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
静
岡
市
史
﹄
第
⼆
巻
の
三
⼀
七
〜
⼋
⾴
︑
三
三
三
⾴
に
近
世
後
期
に
お
け
る
規
模
や
屋
敷
の
⾒
取
図
︑
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宿
場
町
に
お
け
る
位
置
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
23
︶﹁
道
楽
坊
主
﹂﹁
お
ぼ
く
れ
坊
主
﹂﹁
阿
呆
陀
羅
経
﹂
に
つ
い
て
は
︑
坪
内
博
⼠
記
念
演
劇
博
物
館
編
著
﹃
藝
能
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑

⼗
九
版
︑
昭
和
五
〇
年
︶
⼀
⼋
九
⾴
︑
宮
尾
與
男
著
﹃
図
説 

江
⼾
⼤
道
芸
事
典
﹄︵
柏
書
房
︑
平
成
⼆
〇
年
︶
⼀
六
〜
⼋
⾴
︑
光

⽥
憲
雄
著
﹃
⽇
本
⼤
道
芸
事
典
﹄︵
岩
⽥
書
院
︑
令
和
⼆
年
︶
三
四
〜
五
⾴
の
記
述
か
ら
本
稿
の
よ
う
に
理
解
し
た
︒ 

 

︵
24
︶
岡
部
の
本
陣
に
つ
い
て
は
︑
⼤
熊
喜
邦
﹃
東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究 

附
︑
中
⼭
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
﹄
の
六
三
⾴
に
よ
る
︒

な
お
︑﹃
藤
枝
市
史
﹄
上
巻
︵
藤
枝
市
史
編
纂
委
員
会
︑
昭
和
四
⼗
六
年
︶
⼆
⼋
四
⾴
と
︑﹃︵
藤
枝
市
史
叢
書
⼗
四
︶
静
岡
県
志
太

郡 

岡
部
町
誌
︵
復
刻
︶﹄︵
藤
枝
市
史
編
さ
ん
専
⾨
委
員
会
︑
平
成
⼆
⼗
⼆
年
︶
⼀
五
⾴
で
は
︑
岡
部
の
本
陣
は
三
軒
で
︑
内
野
九

兵
衛
と
仁
藤
清
左
衛
⾨
の
他
に
︑
中
野
甚
兵
衛
も
本
陣
と
記
し
て
い
る
︒ 

︵
25
︶
藤
枝
と
島
⽥
の
本
陣
に
つ
い
て
は
︑
⼤
熊
喜
邦
﹃
東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究 

附
︑
中
⼭
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
﹄
の
六
三
⾴
︑

﹃
藤
枝
市
史
﹄
上
巻
の
⼆
⼋
四
⾴
︑﹃
島
⽥
市
史
﹄
中
巻
︵
島
⽥
市
史
編
纂
委
員
会
︑
昭
和
四
⼗
三
年
︶
の
⼆
七
〇
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
26
︶
三
軒
屋
に
つ
い
て
は
︑﹃
図
説 

藤
枝
市
史
﹄︵
藤
枝
市
史
編
さ
ん
委
員
会
︑
平
成
⼆
⼗
五
年
︶
の
⼋
六
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
27
︶
藤
枝
と
瀬
⼾
の
名
物
に
つ
い
て
は
︑
註
︵
26
︶
同
書
の
⼋
三
⾴
に
よ
る
︒ 

︵
28
︶
川
会
所
と
川
庄
屋
に
つ
い
て
は
﹃
島
⽥
市
史
﹄
中
巻
の
⼀
⼋
五
〜
⼆
⼀
四
⾴
に
詳
し
い
︒ 

︵
29
︶
徳
川
家
茂
が
上
洛
の
た
め
⼤
井
川
を
通
⾏
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹃
新
訂
増
補 

国
史
⼤
系 

五
⼗
⼀ 

続
徳
川
実
紀 

第
四
篇
﹄

︵
⿊
板
勝
美
・
国
史
⼤
系
編
修
会
︑
昭
和
四
⼗
⼆
年
︶
の
五
六
四
⾴
の
⽂
久
三
年
⼆
⽉
⼆
⼗
三
⽇
の
箇
所
に
︑
島
⽥
で
⼩
休
憩
を
し

た
後
に
﹁
四
時
過
︑
⼤
井
川
御
連
台
ニ
⽽ 

御
渡
越
﹂
と
連
台
で
⼤
井
川
を
渡
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒ 




